
 

   

パウロ・フレイレの  

批判的ワークショップの可能性  

2022 年 3 月  

新潟大学大学院  

現代社会文化研究科  

中原澪佳  



 

目次  

序 文  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  

第 1 章  パ ウ ロ ・ フ レ イ レ の ワ ー ク シ ョ ッ プ 批 判―フ ァ シ リ テ ー タ ー は 教 育 者 か―  . . .  6  

1-1. 問 題 の 所 在  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  

1-2. 参 加 型 学 習 の 現 在  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  

1-2-1. 「 新 教 育 」 と パ ウ ロ ・ フ レ イ レ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 

1-3. 教 育 の 政 治 性 と 教 育 者 の 倫 理 性  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 

1-3-1. 「 銀 行 型 教 育 」 と 「 課 題 提 起 教 育 」  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 

1-3-2.  誤 読 ／ 誤 用 さ れ た フ レ イ レ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 

1-4. フ レ イ レ の 「 放 任 主 義 」 批 判 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 

1-4-1. 文 化 サ ー ク ル に お け る 調 整 者  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 

1-4-2. 教 育 者 の 権 威 ／ 学 習 者 の 権 威  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 

1-4-3. 教 育 の 民 主 的 な 関 係 性 に 向 け て  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 

1-5. 結 論 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 

第 2 章  パ ウ ロ ・ フ レ イ レ と カ ー ル ・ ロ ジ ャ ー ズ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 

2-1. 問 題 の 所 在  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 

2-2. カ ー ル ・ ロ ジ ャ ー ズ と 人 間 中 心 ア プ ロ ー チ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 

2-2-1. ロ ジ ャ ー ズ の 社 会 変 革 の 思 想  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 

2-2-2. 学 習 を 促 進 す る こ と―ロ ジ ャ ー ズ の 教 育 に 対 す る 考 え―  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 

2-2-3. ロ ジ ャ ー ズ の 教 育 思 想 ―自 己 主 導 型 学 習 と は な に か  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 

2-2-4. ロ ジ ャ ー ズ の 考 え る フ ァ シ リ テ ー タ ー の 特 性  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 

2-2. 学 習 者 と 教 育 者 の 関 係 ―ロ ジ ャ ー ズ と ブ ー バ ー と の 対 話 を も と に―  . . . . . . . . . . . . . . .  42 

2-2-1. ブ ー バ ー と ロ ジ ャ ー ズ の 教 育 観 −人 間 理 解 の ち が い か ら −  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44 

2-2-2. フ レ イ レ の フ ァ シ リ テ ー タ ー 批 判  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47 

2-2-3. ロ ジ ャ ー ズ と フ レ イ レ の 類 似 点 と 相 違 点  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48 

2-3. 結 論  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53 

第 3 章  パ ウ ロ ・ フ レ イ レ と マ ー シ ャ ル ・ ロ ー ゼ ン バ ー グ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55 

3-1 問 題 の 所 在 ——平 和 教 育 に お け る 位 置 付 け ――  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55 

3-2. マ ー シ ャ ル ・ ロ ー ゼ ン バ ー グ と 非 暴 力 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56 



 

3-2-1. 非 暴 力 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 思 想  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58 

3-2-2. ロ ー ゼ ン バ ー グ の 社 会 変 革 の 戦 略  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59 

3-3. フ レ イ レ の 暴 力 論  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61 

3-3-1. フ レ イ レ の 社 会 変 革 の 思 想  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63 

3-3-2. 水 平 暴 力 の 克 服 に 向 け て  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64 

3-3-3. ロ ー ゼ ン バ ー グ と フ レ イ レ の 違 い  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65 

3−4. フ レ イ レ の 平 和 教 育 批 判  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66 

3-5. 結 論 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71 

第 4 章  フ レ イ レ の 対 話 的 な 教 育 を 現 代 に 活 か す―世 界 を 命 名 す る 行 為 と し て の ワ ー ク

シ ョ ッ プ― . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73 

4-1. 問 題 の 所 在  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73 

4-2. 対 話 的 な 授 業 実 践 と そ の 課 題  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74 

4-2-1. パ ウ ロ ・ フ レ イ レ の 対 話 論  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77 

4-3. フ レ イ レ の 実 践 は 普 遍 化 可 能 か ？ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 

4-4. 世 界 を 命 名 す る 行 為 と し て の ワ ー ク シ ョ ッ プ の 実 践 例  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84 

4-5. 結 論  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93 

結 語  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95 

謝 辞  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103  

参 考 資 料  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104 

 

 



1 

序 文  

 

日 本 の 学 校 教 育 、 ま ち づ く り 、 会 社 の 会 議 な ど で 「 ワ ー ク シ ョ ッ プ 」 と い う

言 葉 が 聞 か れ る よ う に な っ て 、す で に 20 年 以 上 が 経 っ た 。ワ ー ク シ ョ ッ プ と い

う 言 葉 は 多 様 な 分 野 で 用 い ら れ る た め 、 人 や 分 野 に よ っ て ず い ぶ ん 異 な る 意 味

で 理 解 さ れ て い る 1。日 本 で ワ ー ク シ ョ ッ プ の 第 一 人 者 と し て 知 ら れ て い る 中 野

民 夫 は 、ひ と つ の 定 義 で は カ バ ー で き な い と し な が ら も 、ワ ー ク シ ョ ッ プ を「 講

義 な ど 一 方 的 な 知 識 伝 達 の ス タ イ ル で は な く 、 参 加 者 が 自 ら 参 加 ・ 体 験 し て 共

同 で 何 か を 学 び あ っ た り 、創 り 出 し た り す る 学 び と 創 造 の ス タ イ ル 」2と し て い

る 。 ワ ー ク シ ョ ッ プ と 同 様 に 、 一 方 向 的 な 知 識 伝 達 の 形 式 を 否 定 し 、 学 習 者 の

主 体 性 や 参 加 を 重 視 す る 特 徴 を も つ 参 加 型 の 学 び が 、 現 在 さ ま ざ ま な 分 野 で 求

め ら れ て い る 3。  

文 部 科 学 省 は 2017 年 改 定 の 学 習 指 導 要 領 で 「 主 体 的 ・ 対 話 的 で 深 い 学 び 」 4

を 各 科 目 の な か で 実 現 で き る よ う に 呼 び か け て い る 。 つ ま り 、 一 方 的 に 教 師 が

生 徒 に 知 識 を 伝 達 し 、 そ れ を 生 徒 に 覚 え さ せ る よ う な 受 動 的 な 学 習 方 法 か ら 、

生 徒 が 対 話 を し な が ら 、 主 体 的 ・ 能 動 的 に 学 ぶ よ う な 学 習 方 法 へ の 転 換 が 求 め

ら れ て い る 。「 主 体 的・対 話 的 で 深 い 学 び 」で は 、生 徒 が 自 ら 主 体 的 に 学 べ る よ

う に な る こ と や 、 生 徒 同 士 の 対 話 を つ う じ て 、 さ ま ざ ま な 視 点 で 物 事 が 考 え ら

れ る よ う に な る こ と を 目 指 し て い る 。 こ の よ う な 学 習 者 の 主 体 性 を 重 視 す る 教

育 が 注 目 さ れ た の は 今 回 が 初 め て で は な い 。 そ れ は 過 去 に 経 験 主 義 教 育 や 総 合

的 な 学 習 と し て 日 本 の 学 校 教 育 の な か に 取 り 入 れ ら れ た 5。  

そ う し た 参 加 型 ・ 対 話 型 の 教 育 の 源 流 の 一 つ と し て し ば し ば 名 前 が 挙 が る の

 

1  中 野 民 夫『 ワ ー ク シ ョ ッ プ ― 新 し い 学 び と 創 造 の 場 』岩 波 新 書 、 2001 年 、10 頁 。  

2  同 上 、 11 頁 。  
3  本 論 で は 、 ワ ー ク シ ョ ッ プ 、 参 加 型 学 習 、 ア ク テ ィ ブ ・ ラ ー ニ ン グ 、 対 話 型 の 教 育 な ど

を 教 師 の 一 方 的 な 知 識 の 伝 達 の み に よ る 受 動 的 な 学 び で は な く 、 学 習 者 が 「 主 体 的 」 に

「 参 加 」し 、「 対 話 」を つ う じ て 学 ぶ「 能 動 的 」な 学 び と い う 意 味 で 、類 似 す る 教 育 ・ 学

習 方 法 と し て 議 論 を す す め る 。（ 詳 し く は 、 第 1 章 を 参 照 の こ と 。）  

4  文 部 科 学 省 「 小 学 校 学 習 指 導 要 領 （ 平 成 29 年 度 告 示 ） 解 説 」

（ http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afiel

dfile/2019/03/18/1387017_001.pdf）（ 2021 年 12 月 29 日 に ア ク セ ス ）  

5  田 中 治 彦 『 国 際 協 力 と 開 発 教 育 』 明 石 書 店 、 2008 年 、 159 頁 。  



2 

が 、 パ ウ ロ ・ フ レ イ レ で あ る 。 フ レ イ レ は 教 育 を と お し て 、 抑 圧 的 な 構 造 の な

か で 抑 圧 さ れ て き た 人 間 が「 主 体 化 」6し 、真 に 人 間 と し て 生 き る こ と が で き る

社 会 の 実 現 を 目 指 し て き た 。 フ レ イ レ が 批 判 し た よ う な 抑 圧 構 造 は 、 実 は 教 育

の な か に も み ら れ る 。教 師 に よ る 一 方 的 な 詰 め 込 み 教 育 を 、「 銀 行 型 教 育 」と し

て フ レ イ レ は 批 判 し た 。 そ れ は 、 人 間 の 批 判 的 な 思 考 や 創 造 力 を 奪 う こ と で 、

人 間 を 客 体 化 さ せ る 教 育 と し て 批 判 さ れ る 。 そ の 代 わ り に 、 教 師 と 学 習 者 の 対

話 を つ う じ て 、 学 習 者 も 教 師 も 主 体 化 す る 「 課 題 提 起 教 育 」 を フ レ イ レ は 目 指

し 、 実 践 し て き た 。  

フ レ イ レ の 「 課 題 提 起 教 育 」 は 学 習 者 の 主 体 性 や 水 平 的 な 関 係 に お け る 対 話

を 重 視 し て い る た め に 、 類 似 す る 参 加 型 ・ 対 話 型 の 教 育 と し ば し ば 結 び 付 け ら

れ て き た 。 し か し 、 そ の こ と に つ い て フ レ イ レ は 必 ず し も 肯 定 的 に と ら え て は

い な か っ た 。 そ の よ う な 学 習 の 一 部 に は 、 フ レ イ レ が 目 指 し て き た も の と は 異

な り 、 む し ろ フ レ イ レ が 批 判 し て き た 教 育 と 同 じ と こ ろ に 分 類 さ れ て し ま う も

の も 存 在 し た か ら で あ る 7。つ ま り 、現 代 の 参 加 型・対 話 型 の 教 育 と フ レ イ レ の

教 育 思 想 が 正 し く 結 び つ け ら れ て い な い 現 状 が 見 受 け ら れ る 。  

そ れ で は 、 フ レ イ レ の 思 想 に 則 し た 参 加 型 ・ 対 話 型 の 教 育 と は 、 ど の よ う な

も の な の か 。 上 記 で 示 し た 問 題 意 識 に も と づ き 、 本 論 文 で は 、 ア ク テ ィ ブ ・ ラ

ー ニ ン グ や ワ ー ク シ ョ ッ プ と い っ た 参 加 型 ・ 対 話 型 の 教 育 を 反 省 的 に 見 直 す た

め に 、 今 一 度 、 フ レ イ レ の 思 想 に 立 ち 返 る 。 そ し て 、 フ レ イ レ の 視 点 か ら み た

参 加 型 ・ 対 話 型 の 教 育 を 「 批 判 的 ワ ー ク シ ョ ッ プ 」 と と ら え 、 そ の 特 徴 と 意 義

を 検 討 し た い 。  

第 1 章 で は 、 参 加 型 学 習 や ワ ー ク シ ョ ッ プ の 潮 流 の な か で フ レ イ レ の 思 想 が

ど の よ う に 位 置 づ け ら れ 、 と き に 「 誤 読 」 さ れ て き た の か を 明 ら か に す る 。 フ

レ イ レ が 目 指 し た 教 育 者 と 学 習 者 の 関 係 性 と い う 視 点 か ら 、 彼 の 教 育 思 想 と 現

 
6  フ レ イ レ に よ る 、 主 体 化 と は 、 人 間 と し て 生 き る こ と で あ る 。 人 間 と し て 生 き る こ と

は 、「 み ず か ら を 編 成 し 、 最 善 の 反 応 を 選 び 、 み ず か ら を 吟 味 し 、 行 動 し 、 変 革 す る こ

と 」 を 意 識 的 に お こ な う こ と で あ り 、「 他 者 お よ び 世 界 と か か わ っ て 生 き る 」 こ と で あ

る 。 つ ま り 、 世 界 に 意 識 的 に 働 き か け る 行 動 を 起 こ す 主 体 と な る こ と で あ る 。（ パ ウ

ロ ・ フ レ イ レ 『 伝 達 か 対 話 か 』（ 里 見 実 ほ か 訳 ）、 亜 紀 書 房 、 1982 年 、 15-17 頁 。）  

7  パ ウ ロ ・ フ レ イ レ『 希 望 の 教 育 学 』（ 里 見 実 訳 ）太 郎 次 郎 社 、2001 年 。Fre ir e ,  Pa u lo 

a nd D o na l do  Mac e do,  “A  Dia l og ue:  C u lt ur e ,  Lang uage  a nd R ac e” ,  Harvar d 

E ducat i o na l  R ev ie w,  v ol .  65 ,  no .  3 ,  199 5,  な ど を 参 照 の こ と 。  
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代 の ワ ー ク シ ョ ッ プ の ち が い を 明 ら か に し 、 フ レ イ レ の 目 指 す 教 育 思 想 の 本 質

を よ り 明 確 に 示 す こ と が 目 的 で あ る 。  

フ レ イ レ の 教 育 思 想 は 学 習 者 の 主 体 性 を 重 視 す る 参 加 型 教 育 の 源 流 に し ば し

ば 位 置 づ け ら れ る 。 し か し 、 フ レ イ レ は そ の 一 部 を 、 学 習 者 の 主 体 性 の み を 強

調 し 、 無 批 判 に 尊 重 す る と い う 意 味 で 「 放 任 主 義 の 教 育 」 と 呼 び 、 そ れ ら が 自

分 の 目 指 す 教 育 と お な じ と こ ろ に 位 置 づ け ら れ る こ と を 批 判 し た 。  

フ レ イ レ に よ れ ば 、教 育 に は「 支 配 の 教 育 」と「 解 放 の 教 育 」が あ る と い う 。

「 支 配 の 教 育 」 と は 、 人 び と を 飼 い な ら し て い る 抑 圧 構 造 を 再 生 産 す る 教 育 の

こ と で あ り 、「 解 放 の 教 育 」と は 、こ の よ う な 状 況 を 変 革 し 、人 び と を 抑 圧 か ら

解 放 す る た め の 教 育 の こ と で あ る 。フ レ イ レ が「 銀 行 型 教 育 」を「 支 配 の 教 育 」

と し て 厳 し く 批 判 し て き た こ と は 、 す で に よ く 知 ら れ て い る 。 し か し 、 晩 年 に

は 、「 放 任 主 義 の 教 育 」も「 支 配 の 教 育 」に 分 類 さ れ る も の と し て 、批 判 す る 姿

勢 を 明 確 に し た 。 フ レ イ レ か ら す れ ば 、 自 身 が 目 指 す 「 解 放 の 教 育 」 と 「 放 任

主 義 の 教 育 」 は と く に 教 育 者 と 学 習 者 の 関 係 と い う 点 で 異 な っ て い る 。 第 1 章

で は 、 両 者 の も つ 「 権 威 」 の 違 い に 焦 点 を 当 て 、 フ レ イ レ が 目 指 し て き た 民 主

的 な 教 育 者 と 学 習 者 の 関 係 性 を 明 ら か に す る 。  

第 2 章 と 第 3 章 で は 、 フ レ イ レ の 教 育 思 想 を 生 か し た 参 加 型 ・ 対 話 型 の 教 育

の 可 能 性 を 探 る た め 、 カ ー ル ・ ロ ジ ャ ー ズ と マ ー シ ャ ル ・ ロ ー ゼ ン バ ー グ を 比

較 の 対 象 と す る 。 両 者 と も 心 理 学 の ア プ ロ ー チ を ベ ー ス に 参 加 型 ・ 対 話 型 の 手

法 を 提 起 し て い る た め 、 両 者 と 比 較 す る こ と に よ っ て 、 フ レ イ レ の 教 育 思 想 の

特 徴 を よ り よ く 理 解 す る こ と が で き る 。 晩 年 、 フ レ イ レ は フ レ イ レ 研 究 者 と 対

談 し た 際 な ど に 、 自 ら の 教 育 が 心 理 学 ア プ ロ ー チ を ベ ー ス に し た も の と 混 同 さ

れ て し ま う 恐 れ を 語 っ て い た 8。心 理 学 ア プ ロ ー チ と フ レ イ レ 教 育 思 想 の 異 同 を

明 ら か に す る こ と は 、 フ レ イ レ に よ る 参 加 型 ・ 対 話 型 教 育 の 特 徴 を よ り よ く 把

握 し て い く た め に 、 重 要 な 作 業 と な る 。  

第 2 章 で は 、 カ ー ル ・ ロ ジ ャ ー ズ の 教 育 思 想 を 取 り 上 げ る 。 ロ ジ ャ ー ズ は 自

 

8  Fr ei re ,  Mac e do,  “A D ia lo g ue” ,  Shor, Ira and Paulo Freire, A Pedagogy for Liberation :  

Dialogues on Transforming Education, Bergin and Garvey, 1987.  フ レ イ レ 『 希 望 の 教

育 学 』 な ど を 参 照 の こ と 。  
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ら の 教 育 思 想 が フ レ イ レ の 教 育 思 想 と 類 似 し て い る こ と を 主 張 す る が 9、フ レ イ

レ の 研 究 者 は ロ ジ ャ ー ズ の 教 育 思 想 と フ レ イ レ の 教 育 思 想 の あ い だ に は 非 常 に

重 要 な 差 異 が 存 在 す る と 主 張 し て い る 10。な か で も 、本 章 で は 、教 育 者 と 学 習 者

の 関 係 性 を め ぐ る ロ ジ ャ ー ズ と フ レ イ レ の 相 違 点 に 着 目 し 、考 察 を 深 め て い く 。

フ レ イ レ に と っ て の 「 対 話 」 と は 主 体 同 士 に よ る 認 識 の 行 為 で あ り 、 そ れ は 異

な る も の の あ い だ の 、 敬 意 に も と づ く 。 ロ ジ ャ ー ズ と の 比 較 を つ う じ て 、 フ レ

イ レ の 「 対 話 」 を 基 礎 と し た 学 習 者 と 教 育 者 の 関 係 性 を 明 確 に す る 。  

第 3 章 で は 、 マ ー シ ャ ル ・ ロ ー ゼ ン バ ー グ に よ る 非 暴 力 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

の ア プ ロ ー チ を 取 り 上 げ 、 平 和 教 育 の 視 点 か ら フ レ イ レ と 比 較 す る 。 前 者 は 、

「 狭 義 の 平 和 教 育 」 の 実 践 、 後 者 は 「 広 義 の 平 和 教 育 」 の 実 践 と し て 整 理 で き

る 。「 狭 義 の 平 和 教 育 」は 、戦 争 を は じ め と す る 直 接 的 暴 力 を な く し て い く こ と

に 集 中 す べ き と 主 張 す る 立 場 で あ る 11。そ れ に 対 し て「 広 義 の 平 和 教 育 」は 、貧

困 や 差 別 な ど の 構 造 的 暴 力 の 問 題 な ど も 射 程 に 入 れ て い く べ き だ と す る 立 場 で

あ る 。 本 章 で は こ の 両 者 の 関 係 を 日 本 の 平 和 教 育 に お け る 論 争 に も 引 き つ け 、

ロ ー ゼ ン バ ー グ と フ レ イ レ の 思 想 の 本 質 的 な 差 異 を 検 討 す る 。 そ う し て 、 フ レ

イ レ の 目 指 す 教 育 に は 、 現 在 の 支 配 関 係 や そ れ を 生 み 出 す 構 造 を 批 判 し 、 異 議

申 し 立 て を す る 「 批 判 の 言 語 」 と 、 そ れ に 対 抗 し 、 新 し い 社 会 を 創 り 出 す た め

の 「 可 能 性 の 言 語 」 が 含 ま れ る と い う 点 を 再 確 認 す る 。 こ こ に 、 ロ ー ゼ ン バ ー

グ の 非 暴 力 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ ア プ ロ ー チ と の 決 定 的 な 差 異 を 見 い だ せ る 。

フ レ イ レ の 視 点 か ら み れ ば 、 構 造 の 問 題 を い か に 解 決 す べ き な の か と い う 問 い

に 取 り 組 む こ と な し に 、「 紛 争 を 非 暴 力 的 に 解 決 す る 」こ と は で き な い 。第 ３ 章

で は こ う し た 点 を 、平 和 教 育 の 文 脈 に お け る ロ ー ゼ ン バ ー グ と の 比 較 に よ っ て 、

改 め て 強 調 す る 。  

第 4 章 で は 、フ レ イ レ の 目 指 し た 対 話 的 な 実 践 を 考 察 し 、フ レ イ レ の「 対 話 」

の 思 想 に も と づ い た ワ ー ク シ ョ ッ プ の 実 践 例 を 提 示 す る こ と を 目 的 と し た 。 そ

 
9  カ ー ル ・ ロ ジ ャ ー ズ 『 人 間 の 潜 在 力 』（ 畠 瀬 稔 、 畠 瀬 直 子 訳 ） 創 元 社 、 1980 年 、 147 

頁 。  

1 0  Schugurensky, Daniel, Paulo Freire, Bloomsbury, 2014, pp.153-154.  

1 1  竹 内 久 顕  『 平 和 教 育 を 問 い 直 す 』 法 律 文 化 社 、 2011 年 と 村 上 登 司 文 『 戦 後 日 本 の 平 和

教 育 の 社 会 学 的 研 究 』 学 術 出 版 会 、 2009 年 を 参 照 の こ と 。  
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の 際 、 フ レ イ レ の 思 想 を ア メ リ カ と い う 文 脈 か ら 読 み 直 し 、 実 践 し よ う と し た

ヘ ン リ ー ・ ジ ル ー の 議 論 を 中 心 に 、 フ レ イ レ の 思 想 を も と に し た 実 践 が 日 本 に

お い て 意 義 が あ る の か ど う か を 検 討 す る 。  

国 際 理 解 教 育 の 専 門 家 で あ る 多 田 孝 志 は 、 対 話 型 授 業 を つ く る た め の 理 論 と

実 践 の 研 究 に 取 り 組 ん で き た 。 し か し 、 多 く の 実 践 を 目 に し て き た 多 田 が 主 張

し て い る よ う に 、対 話 型 授 業 の 実 践 の な か に は 、空 虚 な 言 葉 ば か り が 飛 び 交 う 、

見 せ か け の 対 話 に し か な ら な い 実 践 も 存 在 し て い る と い う 12。 実 は 、 フ レ イ レ

も 多 田 と 同 様 に 見 せ か け だ け の 対 話 に 関 す る 問 題 意 識 を 共 有 し て い た 。 し た が

っ て 、 第 4 章 で は 、 そ も そ も 「 対 話 」 と は い か な る も の な の か と い う 観 点 か ら

出 発 し 、「 世 界 を 命 名 す る 行 為 」と し て 、フ レ イ レ の「 対 話 」の 概 念 を 捉 え な お

す 。 そ の う え で 、 フ レ イ レ の 「 対 話 」 に も と づ い た 、 一 つ の 実 践 例 を 紹 介 し 、

そ の 実 践 結 果 の 考 察 を 行 う 。 最 後 に 、 そ の 実 践 か ら 新 た に 生 ま れ た 課 題 と 、 フ

レ イ レ の 批 判 的 ワ ー ク シ ョ ッ プ の 特 徴 を 示 し て 、 本 論 を 締 め く く り た い 。  

現 在 日 本 の 学 校 で 行 わ れ よ う と し て い る 「 主 体 的 ・ 対 話 的 で 深 い 学 び 」 あ る

い は ア ク テ ィ ブ ・ ラ ー ニ ン グ が 、 生 徒 を 能 動 的 に し 、 主 体 化 す る こ と が 可 能 な

の か と い う こ と に つ い て は 疑 問 が 残 る 13。し か し 、対 話 を つ う じ て 、生 徒 が 主 体

的 に 学 ぶ こ と が で き る 教 育 が 求 め ら れ 、 そ の 必 要 性 が 認 識 さ れ て い る 現 在 だ か

ら こ そ 、 人 間 を 主 体 化 す る 目 的 を も ち 、 そ れ を 実 践 し て き た 教 育 思 想 の 原 点 に

立 ち 返 る 意 義 が あ る 。 現 在 求 め ら れ て い る ア ク テ ィ ブ ・ ラ ー ニ ン グ や 参 加 型 学

習 は 、 今 あ る 支 配 的 な 構 造 を 維 持 さ せ る だ け の 「 支 配 の 教 育 」 に な る の か 、 そ

れ と も 今 あ る 社 会 を 変 革 し う る 真 に 主 体 的 な 市 民 を 創 り 出 す 「 解 放 の 教 育 」 と

な る の か 。 現 在 、 私 た ち は そ の 重 要 な 分 岐 点 に 立 っ て い る 。 本 論 文 で は 、 ア ク

テ ィ ブ ・ ラ ー ニ ン グ や ワ ー ク シ ョ ッ プ と い っ た 参 加 型 ・ 対 話 型 の 教 育 を 反 省 的

に 見 直 す た め に 、 今 一 度 、 フ レ イ レ の 思 想 に 立 ち 返 り 、 フ レ イ レ の 視 点 か ら み

た 参 加 型 ・ 対 話 型 の 教 育 （ 批 判 的 ワ ー ク シ ョ ッ プ ） の 特 徴 と 意 義 を 検 討 す る 。  

 

 
1 2  多 田 孝 志 『 グ ロ ー バ ル 時 代 の 対 話 型 授 業 の 研 究 』 東 信 堂 、 2017 年 、 4-5 頁 。  

1 3  佐 貫 浩  「 <研 究 ノ ー ト >ア ク テ ィ ブ ・ ラ ー ニ ン グ 」 の 批 判 的 検 討  :  真 に ア ク テ ィ ブ で

デ ィ ー プ な 学 び の 条 件 を 考 え る 」『 生 涯 学 習 と キ ャ リ ア デ ザ イ ン 』 第 14 巻 、 第 2 号 、   

2017 年 、 59-79 頁 。  
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第 1 章  パ ウ ロ ・ フ レ イ レ の ワ ー ク シ ョ ッ プ 批 判―フ ァ シ リ テ ー タ ー は 教 育

者 か― 1 4 

 

1-1. 問 題 の 所 在  

 

本 章 で は 、 ブ ラ ジ ル の 教 育 学 者 で あ る パ ウ ロ ・ フ レ イ レ が 目 指 し た 教 育 者 と

学 習 者 の 関 係 性 と い う 視 点 か ら 、 彼 の 教 育 思 想 と 現 代 の 「 ワ ー ク シ ョ ッ プ 」 の

ち が い を 明 ら か に し 、 フ レ イ レ の 目 指 す 教 育 思 想 の 本 質 を よ り 明 確 に 示 す こ と

が 目 的 で あ る 。  

21 世 紀 に は い っ て か ら 、ア ー ト 、環 境 教 育 、ビ ジ ネ ス な ど さ ま ざ ま な 分 野 で

ワ ー ク シ ョ ッ プ が 行 わ れ て い る 。 ま た 、 こ こ 数 年 、 一 方 的 な 知 識 伝 達 の ス タ イ

ル で は な く 、 主 体 的 な 学 習 を う な が す 教 授 法 と し て ア ク テ ィ ブ ・ ラ ー ニ ン グ の

よ う な 指 導 方 法 を 学 校 教 育 に 導 入 し よ う と す る 動 き も 目 立 っ て き た 。 こ の よ う

な 学 習 者 の 主 体 性 を 重 視 す る 教 授 法 の 源 流 の 一 つ に パ ウ ロ ・ フ レ イ レ の 教 育 思

想 は し ば し ば 位 置 づ け ら れ て い る 。  

し か し 、 フ レ イ レ は そ の よ う な 学 習 の す べ て を 肯 定 し て い た の で は な い 。 む

し ろ 、 そ の 一 部 を 「 放 任 主 義 の 教 育 」 と 呼 び 、 自 ら の 教 育 思 想 が 放 任 主 義 の 教

育 と 同 じ と こ ろ に 位 置 づ け ら れ る こ と に 対 し て 批 判 的 だ っ た 。 な ぜ な ら ば 、 放

任 主 義 の 教 育 と フ レ イ レ の 教 育 思 想 は 、 と く に 目 指 す べ き 教 育 者 と 学 習 者 の 関

係 性 を め ぐ っ て 大 き な 相 違 が み ら れ る か ら で あ る 。 フ レ イ レ の 教 育 思 想 に お い

て 、 教 育 者 は 権 威 主 義 的 で あ っ て は な ら な い と さ れ る 一 方 で 、 教 育 者 の 権 威 を

放 棄 す る よ う な 姿 勢 も き っ ぱ り と 否 定 さ れ る 。 フ レ イ レ の 目 指 す 教 育 者 と 彼 の

批 判 す る 「 フ ァ シ リ テ ー タ ー 」 の ち が い を 明 ら か に し 、 フ レ イ レ が 分 類 す る 銀

行 型 教 育 、放 任 主 義 の 教 育 、課 題 提 起 教 育 の 関 係 を 整 理 す る こ と で 、「 解 放 の 教

育 」 と は な に か を 考 察 す る 。  

は じ め に 、 現 代 の ワ ー ク シ ョ ッ プ や 参 加 型 学 習 の 現 状 と 特 徴 を み て い く 。 そ

の よ う な 学 習 の な か で 、 フ レ イ レ の 教 育 思 想 が 肯 定 的 に 捉 え ら れ な が ら も 、 一

 
1 4  第 1 章 は 、「 パ ウ ロ・フ レ イ レ の〈 ワ ー ク シ ョ ッ プ 〉批 判 ―フ ァ シ リ テ ー タ ー は 教 育 者

か―」新 潟 大 学 紀 要『 現 代 社 会 文 化 研 究 』第 63 号 、2016 年 、127-141 頁 を 大 幅 に 加 筆

修 正 し た も の で あ る 。  
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部 で は 誤 解 さ れ て い る 状 況 を 確 認 す る 。 ま た 、 フ レ イ レ の 思 想 に 対 す る 誤 解 は

日 本 の ワ ー ク シ ョ ッ プ の 文 脈 の み な ら ず 、 そ れ と 同 様 の 特 徴 を も つ 「 新 教 育 」

と 呼 ば れ る 思 潮 に お い て も み ら れ る 。 そ の こ と を ピ ー タ ー ・ ロ バ ー ツ の 先 行 研

究 を も と に 検 討 す る 。つ ぎ に 、フ レ イ レ の 教 育 思 想 を も と に 、彼 が 批 判 す る「 支

配 の 教 育 」 と 彼 の 目 指 す 「 解 放 の 教 育 」 と の ち が い を 整 理 す る 。 さ い ご に 、 晩

年 の 文 献 を も と に 、 フ レ イ レ の い う 教 育 者 と フ ァ シ リ テ ー タ ー の ち が い を 考 察

す る 。フ レ イ レ が 目 指 し た 教 育 者 と 学 習 者 の 関 係 性 と い う 視 点 か ら 、「 解 放 の 教

育 」 と 「 支 配 の 教 育 」 は ど の よ う に 異 な っ て い る の か を 明 ら か に し 、 フ レ イ レ

の 思 想 の 本 質 を よ り 明 確 に 示 し て み た い 。  

 

1-2. 参 加 型 学 習 の 現 在   

 

ワ ー ク シ ョ ッ プ が 日 本 で 注 目 を 集 め る よ う に な っ て 、20 年 以 上 が 経 っ た 。今

で は 、日 本 各 地 の さ ま ざ ま な 分 野 で ワ ー ク シ ョ ッ プ が 行 わ れ て お り 、「 ワ ー ク シ

ョ ッ プ 」 と い う 参 加 体 験 型 の 場 づ く り の 方 法 は 広 範 な 普 及 を み せ て い る 15。 ワ

ー ク シ ョ ッ プ と い う 言 葉 は 多 様 な 分 野 で 用 い ら れ る こ と に よ っ て 、 広 い 意 味 で

使 用 さ れ る た め 、 人 に よ っ て ず い ぶ ん 異 な る 意 味 で 理 解 さ れ て い る 現 状 が あ る

16。 そ の な か で も 、 日 本 で ワ ー ク シ ョ ッ プ の 第 一 人 者 と し て 知 ら れ て い る 中 野

民 夫 は 、 一 つ の 定 義 で は カ バ ー で き な い と し な が ら も 、 ワ ー ク シ ョ ッ プ を 「 講

義 な ど 一 方 的 な 知 識 伝 達 の ス タ イ ル で は な く 、 参 加 者 が 自 ら 参 加 ・ 体 験 し て 共

同 で 何 か を 学 び あ っ た り 、 創 り 出 し た り す る 学 び と 創 造 の ス タ イ ル 」 17と し て

 

1 5  中 野 民 夫 『 フ ァ シ リ テ ー シ ョ ン 革 命 』 岩 波 書 店 、 2003 年 、 22 頁 。  

日 本 の ワ ー ク シ ョ ッ プ の 変 遷 に つ い て 、1970 年 代 が ワ ー ク シ ョ ッ プ の 萌 芽 期 、80 年

代 を 展 開 期 、90 年 代 を 普 及 期 と 、錦 澤 滋 雄 は 位 置 づ け て い る 。（ 錦 澤 滋 雄「 歴 史 的 変

遷 か ら み た ワ ー ク シ ョ ッ プ の 概 念 」『 日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 概 集 』F - 1、 2001 年 、

197- 198 頁 。） ま た 、 海 外 や 日 本 に お け る 詳 し い ワ ー ク シ ョ ッ プ の 系 譜 に つ い て は 、

森 玲 奈 「 日 本 に お け る ワ ー ク シ ョ ッ プ の 展 開 と そ の 特 質 に 関 す る 歴 史 的 考 察 」 日 本

教 育 方 法 学 会 紀 要 『 教 育 方 法 学 研 究 』 第 39 巻 、 2014 年 、 49- 58 頁 を 参 考 の こ と 。  

1 6  中 野 民 夫 『 ワ ー ク シ ョ ッ プ 』 10 頁 。  

1 7  同 上 、 11 頁 。  

そ の ほ か 、 堀 公 俊 は ワ ー ク シ ョ ッ プ を 「 主 体 的 に 参 加 し た メ ン バ ー が 協 働 体 験 を 通 じ て

創 造 と 学 習 を 生 み 出 す 場 」と し て お り 、ワ ー ク シ ョ ッ プ の 基 本 と な る キ ー ワ ー ド と し て 、
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い る 。  

こ う し た 講 義 や レ ク チ ャ ー な ど の 一 方 的 な 知 識 伝 達 の ス タ イ ル で は な い 、 参

加 者 主 体 の 学 習 が 現 在 日 本 で 重 要 視 さ れ て い る 。 そ の 一 例 と し て 、 学 校 現 場 に

お け る 、ア ク テ ィ ブ・ラ ー ニ ン グ が あ げ ら れ る 。ア ク テ ィ ブ・ラ ー ニ ン グ と は 、

教 員 に よ る 一 方 向 的 な 講 義 形 式 の 教 育 と は 異 な り 、 学 習 者 の 能 動 的 な 学 習 へ の

参 加 を 取 り 入 れ た 教 授 法 ・ 学 習 法 の 総 称 で あ る 。 2014 年 11 月 、 文 部 科 学 大 臣

か ら 中 央 教 育 審 議 会 に 対 し て 出 さ れ た 「 初 等 中 等 教 育 に お け る 教 育 課 程 の 基 準

等 の 在 り 方 に つ い て 」18と い う 諮 問 で は 、ア ク テ ィ ブ・ラ ー ニ ン グ を こ れ か ら の

指 導 方 法 の か な め と し て 位 置 づ け る よ う に 提 案 さ れ て い る 。 こ の ほ か 、 中 央 教

育 審 議 会 の 「 新 た な 未 来 を 築 く た め の 大 学 教 育 の 質 的 転 換 に 向 け て―生 涯 学

び 続 け 、 主 体 的 に 考 え る 力 を 育 成 す る 大 学 へ―（ 答 申 ）」 19に お い て も 、ア ク

テ ィ ブ ・ ラ ー ニ ン グ と い う 用 語 が 登 場 し て お り 、 大 学 で も ア ク テ ィ ブ ・ ラ ー ニ

ン グ の 導 入 が 求 め ら れ て い る こ と が わ か る 。  

 

参 加 、体 験 、協 働 、創 造 、学 習 を 挙 げ て い る（ 堀 公 俊『 ワ ー ク シ ョ ッ プ 入 門 』日 本 経 済

新 聞 出 版 、 2008 年 、 32 頁 ）。 さ ら に 中 西 紹 一 は ワ ー ク シ ョ ッ プ を 「 新 し い 学 び の 場 」

と 位 置 づ け 、主 体 的 に「 つ く っ て 、さ ら し て 、振 り 返 る 」ア プ ロ ー チ に よ っ て 、新 た な 価

値 の 発 見 や 目 標 像 を 獲 得 す る 、 学 び の ス タ イ ル こ そ が す べ て の ワ ー ク シ ョ ッ プ に 共 通 し

て 存 在 す る 構 成 原 理 で あ る と 説 明 し て い る 。（ 中 西 紹 一『 ワ ー ク シ ョ ッ プ ― 偶 然 を デ

ザ イ ン す る 技 術 ― 』 宣 伝 会 議 、 2006 年 、 15 頁 を 参 照 ） 。 ま た 、 さ ま ざ ま な 分 野 の

ワ ー ク シ ョ ッ プ を 見 比 べ た 際 に 「 学 ぶ 活 動 」 だ け で は な く 「 創 る 活 動 」 も 、 ど の ワ

ー ク シ ョ ッ プ に も 共 通 し て い る 要 素 で あ る と し 、 ワ ー ク シ ョ ッ プ を 「 創 る こ と で 学

ぶ 」活 動 と 位 置 付 け る 議 論 も あ る 。（ 山 内 祐 平 、森 玲 奈 、安 斎 勇 樹『 ワ ー ク シ ョ ッ プ デ

ザ イ ン 論 』慶 応 義 塾 大 学 出 版 会 、2013 年 、5 頁 ）。こ れ ら の 定 義 と は 少 し 異 な り 、こ ち ら

も ワ ー ク シ ョ ッ プ の 源 流 の ひ と つ で あ る 、 ジ ョ ン ・ デ ュ ー イ の 思 想 に 則 し て ワ ー ク シ ョ

ッ プ を 定 義 し て い る も の も あ る 。 苅 宿 俊 文 は ワ ー ク シ ョ ッ プ を 「 コ ミ ュ ニ テ ィ 形 成 （ 仲

間 づ く り ） の た め の 他 者 理 解 と 合 意 形 成 の エ ク サ サ イ ズ 」 と 定 義 し 、 民 主 主 義 の 基 盤 と

し て の 他 者 理 解 と 合 意 形 成 を 、体 験 を と お し て 学 ぶ 場 で あ る と し て い る 。（ 苅 宿 俊 文 、佐

伯 胖 、高 木 光 太 郎『 ワ ー ク シ ョ ッ プ と 学 び １  ま な び を 学 ぶ 』東 京 大 学 出 版 会 、2012 年 、

18-19 頁 ）。  

1 8  文 部 科 学 省 「 初 等 中 等 教 育 に お け る 教 育 課 程 の 基 準 等 の 在 り 方 に つ い て （ 諮 問 ）」 2014

年 。（ http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1353440.htm ）（ 2

021 年 11 月 25 日 に ア ク セ ス ）  

1 9  中 央 教 育 審 議 会「 新 た な 未 来 を 築 く た め の 大 学 教 育 の 質 的 転 換 に 向 け て ― 生 涯 学 び 続

け 、主 体 的 に 考 え る 力 を 育 成 す る 大 学 へ ― （ 答 申 ）」2012 年 。（ http://www.mext.go.jp

/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1325047.htm ）（ 2021 年 11 月 25 日 に ア ク セ

ス ）  
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そ の 後 、 2017 年 改 定 の 学 習 指 導 要 領 で は 、「 ア ク テ ィ ブ ・ ラ ー ニ ン グ 」 の 代

わ り に 「 主 体 的 ・ 対 話 的 で 深 い 学 び 」 と い っ た 用 語 が 登 場 し て い る 。 し か し 、

三 尾 真 琴 に よ れ ば 「 ア ク テ ィ ブ ・ ラ ー ニ ン グ 」 か ら 「 主 体 的 ・ 対 話 的 で 深 い 学

び 」に 名 称 を 変 更 し て い る も の の 、「 主 体 的・対 話 的 で 深 い 学 び 」も「 ア ク テ ィ

ブ ・ ラ ー ニ ン グ を ベ ー ス に し た 教 育 観 で あ り 、 教 育 方 法 を 示 し て い る 」 20と い

う 。す な わ ち 、「 主 体 的・対 話 的 で 深 い 学 び 」も 基 本 的 に は ア ク テ ィ ブ ・ラ ー ニ

ン グ と 同 様 の 考 え を も と に し た 、 生 徒 の 主 体 的 で 能 動 的 な 学 び を 促 す 方 法 で あ

る と 言 え よ う 。  

田 中 治 彦 に よ れ ば 、 こ の よ う な 参 加 型 学 習 は 「 従 来 の 講 義 の よ う な 一 方 向 の

知 識 伝 達 型 の 学 習 で な く 、 学 習 者 が 学 習 過 程 に 参 加 す る こ と を 促 す よ う な 学 習

形 態 」 と し て 理 解 さ れ て い る 。 一 方 、 開 発 教 育 な ど に お け る 参 加 型 学 習 は 「 学

習 者 が 現 在 ま た は 将 来 に お い て 社 会 の 課 題 に 気 づ き 、 そ れ を 理 解 し て 、 解 決 に

向 け て 自 ら が 参 画 し て い く た め の 態 度 や 技 能 を 養 う た め の 学 習 活 動 」 と 捉 え ら

れ て い る 21。つ ま り 、た ん な る 教 授 法 と し て の 参 加 型 学 習 と 、学 習 プ ロ セ ス を つ

う じ て 社 会 参 画 を 促 す 役 割 を も つ も の が あ る 。 い ず れ の 定 義 に し て も 、 講 義 の

よ う な 一 方 向 的 な 知 識 伝 達 の 形 式 で は な く 、参 加 者 が 主 体 と な る と い う 意 味 で 、

参 加 型 学 習 は ワ ー ク シ ョ ッ プ と 同 義 的 に 用 い ら れ る こ と が あ る 。  

ま た 、 竹 内 久 顕 に よ れ ば 、 ア ク テ ィ ブ ・ ラ ー ニ ン グ と 参 加 型 学 習 に 共 通 す る

キ ー ワ ー ド と し て 、「 主 体 的 」「 協 同 的 」「 能 動 的 」「 参 加 」 な ど が あ げ ら れ て お

 
2 0  三 尾 真 琴「 ア ク テ ィ ブ・ラ ー ニ ン グ を 学 ぶ 授 業 実 践 ―「 主 体 的 」「 対 話 的 」「 深 い 学 び 」

の 習 得 に 向 け た 試 み― 」『 帝 京 科 学 大 学 教 育・教 職 研 究 』第 4 巻 、第 1 号 、2018 年 、21

頁 。竹 内 謙 彰 に よ れ ば 、ア ク テ ィ ブ・ラ ー ニ ン グ が 教 育 の「 方 法 」と し て ば か り 強 調 さ れ

る こ と で 、「 活 動 主 義 的 な 方 法 論 ば か り が 形 式 的 に 普 及 す る こ と で 教 科 学 習 の 質 が 落 ち る 」

と い っ た よ う な 教 育 現 場 や 研 究 者 か ら の 批 判 に 対 応 し て ， 文 部 科 学 省 の ア ク テ ィ ブ ・ ラ

ー ニ ン グ の 説 明 は 変 化 し て い っ た と い う 。（ 詳 し く は 、 竹 内  謙 彰 「 主 体 的 学 び が 成 立 す

る た め の 条 件 の 探 求 」『 立 命 館 産 業 社 会 論 集 』第 56 巻 、第 2 号 、2020 年 を 参 照 の こ と 。）  

2 1  田 中 治 彦 『 国 際 協 力 と 開 発 教 育 』 219 頁 。 日 本 で は 、 参 加 型 学 習 が 比 較 的 取 り 入 れ ら れ

た 時 期 が 三 回 あ る 。 第 一 期 は 、「 大 正 自 由 教 育 」 の 時 期 の 1920 年 代 で あ り 、 師 範 学 校 附

属 小 学 校 や 私 立 学 校 で 採 用 さ れ た 。 そ の 際 に は 、 米 国 と 欧 州 の 新 教 育 の 理 念 と 実 践 が 導

入 、消 化 さ れ た 。第 二 期 は 戦 後 教 育 改 革 期 の 頃 、敗 戦 後 の 教 育 民 主 化 の た め に GHQ 指 導

の も と で 、「 生 活 単 元 学 修 」「 問 題 解 決 学 習 」 な ど 参 加 型 学 習 の 手 法 が 広 く 普 及 し た 。 そ

し て 、 2002 年 以 降 、 新 し い 指 導 要 領 で 採 択 さ れ た 「 総 合 的 な 学 習 の 時 間 」 が 第 三 期 で あ

る （ 同 上 、 159 頁 ）。  
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り 、 中 教 審 へ の 諮 問 が 想 定 す る 「 ア ク テ ィ ブ ・ ラ ー ニ ン グ 」 は こ う し た 参 加 型

学 習 に 近 い も の と 考 え ら れ て い る 22。ワ ー ク シ ョ ッ プ の 定 義 に も 参 加・体 験・共

同 ・ 主 体 性 と い っ た 言 葉 が 盛 り 込 ま れ て い る こ と か ら も わ か る よ う に 、 ア ク テ

ィ ブ ・ ラ ー ニ ン グ や 参 加 型 学 習 、 ワ ー ク シ ョ ッ プ は 、 一 方 向 的 な 知 識 伝 達 の 形

式 で は な い 学 び の ス タ イ ル で あ り 、「 主 体 的 」「 協 同 的 」「 能 動 的 」「 参 加 」 と い

っ た 多 く の 共 通 点 が あ る 23。本 論 で は 、ワ ー ク シ ョ ッ プ 、参 加 型 学 習 、ア ク テ ィ

ブ ・ ラ ー ニ ン グ な ど 、 そ れ ぞ れ 特 徴 は あ る も の の 、 教 師 の 一 方 的 な 知 識 の 伝 達

の み に よ る 受 動 的 な 学 び で は な く 、 学 習 者 が 「 主 体 的 」 に 「 参 加 」 し 、「 対 話 」

を つ う じ て 学 ぶ 「 能 動 的 」 な 学 び と い う 意 味 で 、 類 似 す る 学 習 方 法 と し て 議 論

を す す め る 。  

こ の よ う な ワ ー ク シ ョ ッ プ の 主 な 特 徴 の 一 つ と し て 、 学 習 者 の 主 体 性 の 重 視

と い う こ と が あ げ ら れ る 。ワ ー ク シ ョ ッ プ や 参 加 型 学 習 で は 、教 育 者 と 学 習 者 、

フ ァ シ リ テ ー タ ー と 参 加 者 の 対 等 性 が 重 要 で あ る 。 中 野 に よ る と 、 ワ ー ク シ ョ

ッ プ で は 双 方 向 的 な 学 び を 大 切 に す る た め 、 「 先 生 」 で は な く 「 フ ァ シ リ テ ー

タ ー （ 進 行 役 、 引 き 出 し 役 ） 」 が 参 加 者 の 興 味 や 意 欲 を 引 き 出 し な が ら 場 を 展

開 す る 24。中 野 は 、「 フ ァ シ リ テ ー タ ー は 教 え な い 。先 生 で は な い し 、上 に 立 っ

て 命 令 す る 指 導 者 で も な い 。 そ の 代 わ り 、 支 援 し 、 促 進 す る 。 場 を 作 り 、 つ な

ぎ 、取 り 持 つ 。そ そ の か し 、引 き 出 し 、待 つ 。共 に 在 り 、問 い か け 、ま と め る 」

25存 在 で あ り 、「 新 た な 誕 生 を 助 け る 助 産 師 」 の 役 割 を 担 う と 説 明 し て い る 26。  

中 野 は フ ァ シ リ テ ー タ ー を 「 先 生 」 と は 異 な り 、 学 習 者 と 同 じ レ ベ ル の 水 平

 

2 2  竹 内 久 顕 「「 対 立 」「 矛 盾 」 を 活 用 し た 授 業 づ く り の 工 夫 ― 「 展 開 の あ る 授 業 」 を

手 掛 か り に ― 」『 教 職 研 究 』 第 26 巻 、 2015 年 、 122 頁 。  
2 3  本 論 で は 、 ア ク テ ィ ブ ・ ラ ー ニ ン グ 、 参 加 型 学 習 、 ワ ー ク シ ョ ッ プ を 講 義 の よ う な 一

方 向 的 な 知 識 伝 達 に よ る 学 び で は な く 、「 主 体 的 」「 協 同 的 」「 能 動 的 」「 参 加 」 と い っ

た 多 く の 共 通 点 が あ る も の と し て 、 ほ ぼ 同 義 的 に つ か っ て い る 。  

し か し な が ら 、 ワ ー ク シ ョ ッ プ と 、 と く に 学 校 な ど で 行 わ れ る 参 加 型 学 習 や 対 話 型 教

育 な ど に は 相 違 点 が 多 く み ら れ る た め 、 そ れ ら を 切 り 離 し て 議 論 す る ほ う が 建 設 的 で

あ る と い う 主 張 も あ る 。（ 山 内 祐 平 、 森 玲 奈 、 安 斎 勇 樹 、 前 掲 書 、 19 頁 。）  

2 4  中 野 『 ワ ー ク シ ョ ッ プ 』 133 頁 。  

2 5  中 野 『 フ ァ シ リ テ ー シ ョ ン 革 命 』 4 頁 。  

2 6  同 上 、 4 頁 。  



11 

な 存 在 だ と 述 べ て い る 27。 参 加 型 学 習 や 、 ワ ー ク シ ョ ッ プ で 主 役 に な る の は 学

習 者 で あ り 、 フ ァ シ リ テ ー タ ー は 脇 役 で あ る 。 そ の た め 、 フ ァ シ リ テ ー タ ー は

学 習 者 集 団 の 意 見 や 方 向 性 を コ ン ト ロ ー ル す る の で は な く 、 彼 ら 彼 女 ら か ら 意

見 を 引 き 出 し 、 さ ま ざ ま な 手 法 を 活 用 し て 、 学 習 者 た ち な り の 結 論 に た ど り 着

く よ う 導 く と い う ス タ ン ス を と る 28。 そ う し た 役 割 の フ ァ シ リ テ ー タ ー は 、 た

と え ば 、 学 習 者 の グ ル ー プ 活 動 に お い て は 、 参 加 者 ど う し の 議 論 を 促 し 、 そ の

場 の 状 況 を 見 守 る だ け か 、た と え 介 入 す る と し て も 、学 習 者 の 主 体 性 を 尊 重 し 、

彼 ら 彼 女 ら の 議 論 を 誘 導 し て は な ら な い 。 あ く ま で も 主 役 は 学 習 者 で 、 教 師 は

引 き 出 し 役 と い う 認 識 が 重 要 な の で あ る 29。  

ま た 、ワ ー ク シ ョ ッ プ に お い て 、フ ァ シ リ テ ー タ ー は 、ふ た つ の 意 味 で 中 立

で な け れ ば な ら な い と 考 え ら れ て い る 30。 一 つ は 自 分 が イ メ ー ジ す る 意 図 や 落

と し 所 に 誘 導 し な い と い う 意 味 で の 中 立 と 、 も う 一 つ は 学 習 者 の さ ま ざ ま な 意

見 や 考 え を 公 平 に 扱 う と い う 意 味 で の 中 立 で あ る 。 教 育 分 野 に お け る フ ァ シ リ

テ ー タ ー の 可 能 性 に つ い て 、 石 川 一 喜 と 小 貫 仁 は 、 人 は だ れ も 中 立 で は い ら れ

な い が 、「 特 定 の 意 見・立 場・思 想 に 偏 ら な い 場 の 中 立 性 を フ ァ シ リ テ ー タ ー が

担 保 す る 」 31こ と が 重 要 で あ る と し て い る 。 こ う し た 意 味 で フ ァ シ リ テ ー タ ー

は 中 立 で あ る こ と を 求 め ら れ て お り 、 そ の こ と が ワ ー ク シ ョ ッ プ の 場 で は 重 視

さ れ る 。  

中 野 に よ れ ば 、参 加 型 の 学 習 で は「 何 を 」よ り も「 い か に 」が 重 視 さ れ る 32。

 

2 7  中 野 『 ワ ー ク シ ョ ッ プ 』 148 頁 。 し か し 、 中 野 は 、 場 を 設 定 し 、 プ ロ グ ラ ム を 用 意

し 、 さ ま ざ ま な イ ン ス ト ラ ク シ ョ ン で 次 の ア ク テ ィ ビ テ ィ へ の 取 り 組 み を 指 示 し な

が ら 場 を 展 開 し て い く フ ァ シ リ テ ー タ ー は 、 実 は 大 き な 特 権 や 力 を も っ て い る 。 そ

の た め 、 そ の こ と を 自 覚 し 、 そ の 力 を み ん な の た め に 使 う こ と が 重 要 だ と も 説 明 し

て い る （ 中 野 『 フ ァ シ リ テ ー シ ョ ン 革 命 』 184- 185 頁 を 参 照 ）。  

2 8  石 川 一 喜 、 小 貫 仁 『 教 育 フ ァ シ リ テ ー タ ー に な ろ う ！ 』 弘 文 堂 、 2015 年 、 16 頁 。 
2 9  同 上 、 18 頁 。  

3 0  中 野 民 夫 、堀 公 俊 『 対 話 す る 力 』日 本 経 済 新 聞 出 版 社 、 2009 年 、 115- 116 頁 。た だ

し 、堀 は 他 方 で 、フ ァ シ リ テ ー タ ー と し て 重 要 な の は「 中 立 」と い う よ り も「 公 平 」

と い う こ と で あ る と も 説 明 し て い る 。 ま た 、 中 野 も 、 た ん に 中 立 的 立 場 が 重 要 と い

う よ り 、 さ ま ざ ま な 関 係 者 と 信 頼 関 係 を 築 く こ と 、 目 の 前 の 対 立 を 超 え た 大 き な 共

通 の ビ ジ ョ ン を も つ こ と 、 そ れ ら の こ と を 皆 に 思 い 出 し て も ら う こ と が で き る か が

カ ギ で あ る と 述 べ て い る （ 同 上 、 118 頁 - 119 頁 ）。  

3 1  石 川 、 小 貫 、 前 掲 書 、 164 頁 。  

3 2  中 野 『 フ ァ シ リ テ ー シ ョ ン 革 命 』 32 頁 。  
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つ ま り 、ワ ー ク シ ョ ッ プ は あ く ま で も「 方 法 」と し て 捉 え ら れ て い る 33。し か し 、

「 工 房 」 と い う 意 味 が 表 す よ う に 、 ワ ー ク シ ョ ッ プ は 本 来 学 習 者 の 集 う 「 場 」

と み な さ れ て い た 。 そ れ ゆ え 、 ワ ー ク シ ョ ッ プ 本 来 の 目 的 が 見 失 わ れ 、 ワ ー ク

シ ョ ッ プ や 参 加 型 学 習 が た ん に 方 法 主 義 的 に 議 論 さ れ る こ と に 対 し て 批 判 的 な

意 見 も あ る 。  

 

1-2-1. 「 新 教 育 」 と パ ウ ロ ・ フ レ イ レ  

 

こ う し た 参 加 型 学 習 の 源 流 に は 「 学 習 者 中 心 主 義 」「 経 験 主 義 」 に も と づ

い た 、い わ ゆ る「 新 教 育 」の 思 想 が あ り 、そ の 伝 統 の も と 、今 日 の 参 加 型 学

習 の 体 系 が あ る と い え る 34。 19 世 紀 末 に 西 洋 で 生 ま れ た こ の 思 想 は 、「 書 物

主 義 」「 教 師 中 心 主 義 」と い わ れ る「 旧 教 育 」か ら 脱 皮 し 、「 活 動 主 義 」「 児 童 中

心 主 義 」と よ び う る 教 育 を 唱 え る も の で あ っ た 35。子 ど も は「 管 理 」や「 道 徳 的

陶 冶 」の 客 体 で は な く 、「 新 教 育 」に お い て は 、子 ど も た ち が 潜 在 的 に も っ て い

る 活 動 的 な 力 を 発 揮 す る 主 体 と な っ た 36。 こ こ で は 、 静 的 で 画 一 的 な 一 斉 教 授

の 方 法 が 批 判 さ れ る よ う に な り 、 子 ど も の 興 味 関 心 に も と づ く 主 体 的 な 活 動 を

中 心 と す る 学 習 形 態 が 開 発 さ れ 、 教 師 と 子 ど も が と も に 参 画 す る 授 業 実 践 が 展

開 さ れ た 37。 こ の よ う に 、 学 習 者 の 主 体 性 を 重 視 す る 教 育 は 以 前 か ら 行 わ れ て

お り 、 そ の 流 れ の な か に パ ウ ロ ・ フ レ イ レ の 思 想 も 位 置 づ け ら れ る 。  

た と え ば 、 ワ ー ク シ ョ ッ プ に つ い て は 、 と く に 開 発 教 育 や 演 劇 と い っ た 分 野

の ワ ー ク シ ョ ッ プ に フ レ イ レ は 影 響 を 与 え て い る 38。ま た 、「 主 体 的 」「 協 同 的 」

「 能 動 的 」「 参 加 」を キ ー ワ ー ド と す る 学 習 に お い て は 、フ レ イ レ の 課 題 提 起 教

 

3 3  中 野 『 ワ ー ク シ ョ ッ プ 』 221 頁 。  

3 4  岡 崎 裕 「 学 習 に お け る 参 加 と 経 験 の 意 味 」  部 落 解 放 人 権 研 究 所 編 『 人 権 の 学 び を

創 る ― 参 加 型 学 習 の 思 想 ― 』 解 放 出 版 社 、 2001 年 、 47 頁 を 参 照 。  

3 5  岡 本 定 男 「 児 童 文 化 論 の 思 想 」 吉 田 昇 ほ か 『 近 代 教 育 思 想  教 育 学 （ 3）』 有 斐 閣 双

書 、 1979 年 、 118 頁 。  
3 6  同 上 、 121 頁 。  

3 7  橋 本 美 保「 西 洋 に お け る 教 育 思 想 と 教 育 方 法 の 歴 史 」 田 中 耕 治 ほ か『 新 し い 時 代 の

教 育 方 法 ［ 改 訂 版 ］ 』 有 斐 閣 ア ル マ 、 2019 年 、 27 頁 。  

3 8  木 下 勇 『 ワ ー ク シ ョ ッ プ ― 住 民 主 体 の ま ち づ く り へ の 方 法 論 ― 』 学 芸 出 版 社 、

2007 年 、 201 頁 。  
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育 が 事 例 の 一 つ と し て あ げ ら れ て い る 39。 学 校 教 育 で 参 加 型 学 習 が 用 い ら れ る

よ う に な っ た 理 論 的 背 景 に は ア メ リ カ の 教 育 学 者 で あ る ジ ョ ン ・ デ ュ ー イ に よ

る と こ ろ が 大 き い が 、 参 加 型 学 習 が 学 習 者 の 態 度 や 価 値 観 の 変 容 を ね ら い と す

る よ う に な っ た 背 景 に は フ レ イ レ の 思 想 と 実 践 が あ る 40。 実 際 、 参 加 型 学 習 が

論 じ ら れ る な か で 、 フ レ イ レ の 対 話 的 な 教 育 の モ チ ー フ が し ば し ば 用 い ら れ て

い る 41。  

フ レ イ レ は 、 銀 行 型 教 育 と い っ た 教 師 の 一 方 的 な 伝 達 に よ る 教 育 を 批 判 し 、

両 者 の 対 話 を つ う じ て 教 師 の み な ら ず 学 習 者 も 主 体 に な る 課 題 提 起 教 育 を 主 張

し 、 教 育 界 に 大 き な 影 響 を 与 え た 。 フ レ イ レ の 研 究 を 行 っ て い る ピ ー タ ー ・ ロ

バ ー ツ に よ る と 、 そ の よ う な フ レ イ レ の 教 育 思 想 は 「 多 く の 第 一 世 界 の い わ ゆ

る 『 子 ど も 中 心 』『 双 方 向 』『 問 題 解 決 』 学 習 や 、 1970 年 代 や 80 年 代 の 教 育 へ

の あ き ら か に 進 歩 的 な ア プ ロ ー チ を 補 足 し 、 そ れ ら と 両 立 す る も の と し て 考 え

ら れ た 」42。こ の よ う な「 子 ど も 中 心 」「 双 方 向 」「 問 題 解 決 」学 習 を 主 張 す る 教

育 者 た ち は 、 フ レ イ レ の 教 育 思 想 を 自 分 た ち の も の と 重 ね 合 わ せ 、 積 極 的 に 参

照 す る よ う に な っ た 。 し か し 、 そ の よ う に 捉 え た も の で も 、 フ レ イ レ の 思 想 を

誤 解 、 あ る い は 、 誤 用 し て い る も の も あ る 。 実 際 、 フ レ イ レ 自 身 も 自 分 の 思 想

や 実 践 を た ん な る 方 法 論 に 還 元 し て し ま う 一 部 の 教 育 者 た ち の 傾 向 を 批 判 し て

い る 43。  

ロ バ ー ツ も 「 子 ど も 中 心 」「 双 方 向 」「 問 題 解 決 」 学 習 と フ レ イ レ の 教 育 思 想

の ち が い を 指 摘 す る ひ と り で あ る 。 彼 に よ れ ば 「 子 ど も 中 心 」 教 育 は 概 し て 個

人 主 義 的 で あ る が 、 フ レ イ レ の 教 育 は 人 び と の 協 働 を 促 し 、 彼 ら 彼 女 ら の 社 会

的 な 想 像 力 を 高 め る も の で あ る 。し た が っ て 、形 だ け の「 双 方 向 」的 な 教 育 は 、

 

3 9  竹 内 久 顕 、 前 掲 論 文 、 122 頁 。  

4 0  東 内 清 孝 「 参 加 型 学 習 を 取 り 入 れ た 国 際 理 解 教 育 に 関 す る 研 究 ―  中 ・ 高 等 学 校 に お け

る 国 際 理 解 教 育 の 実 践 に 向 け て 」『 広 島 県 立 教 育 セ ン タ ー 研 究 紀 要 』第 30 号 、2003 年 、

153 頁 。  

4 1  成 玖 美「 フ レ イ レ の 教 育 論 と 生 涯 学 習 研 究 」『 名 古 屋 市 立 大 学 大 学 院 人 間 文 化 研 究 科  人

間 文 化 研 究 』第 14 号 、2011 年 、219 頁 。ほ か に は 、風 巻 浩『 社 会 科 ア ク テ ィ ブ ・ ラ ー ニ

ン グ へ の 挑 戦 』明 石 書 店 、2016 年 の な か で も 、参 加 型 学 習 の 教 育 学 的 な 根 拠 と し て フ レ

イ レ が 取 り 上 げ ら れ て い る 。  

4 2  R ob er t s ,  P et er ,  E duc at i o n,  L i tera cy ,  and  H uma ni zat io n :  E xp lor i ng  th e Wor k  o f  

P a ul o Fre ir e ,  Praeg er ,  2000 ,  p .55 .  

4 3  I b i d . ,  p .53 .  
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「 人 間 化 」 と い う 倫 理 的 － 政 治 的 使 命 を も つ フ レ イ レ の 課 題 提 起 教 育 と は 似 て

非 な る も の で あ る 。さ ら に 、「 問 題 解 決 」学 習 も 、課 題 提 起 教 育 と は 異 な る 。フ

レ イ レ の 思 想 か ら い え ば 、 貧 困 や 搾 取 な ど の 社 会 的 な 問 題 に 直 面 し た と き 、 か

な ら ず し も 単 純 な 解 決 策 が あ る わ け で は な い た め 、 す べ て の 問 題 に つ ね に 解 決

策 が あ る と み な す 「 問 題 解 決 」 と い う 言 葉 は あ ま り に も ナ イ ー ヴ で あ る 44。  

し か し な が ら 、 フ レ イ レ は こ の よ う な 教 育 の す べ て に 反 対 し て い る わ け で は

な い 。 た と え ば 、 モ ア シ ル ・ ガ ド ッ チ は 以 下 の よ う に 述 べ て い る 。  

 

「 新 教 育 運 動 」 を 支 持 し て い る か ら と い っ て 彼 を 批 判 す る 左 翼 の 知 識 人 に

対 し て 、パ ウ ロ・フ レ イ レ は 、方 法 論 に お い て 非 常 に 有 効 で 重 要 な 貢 献 を し

て い る の は 新 教 育 運 動 で は な い か 、 と 応 え て い る 。 旧 来 の 学 校 の セ ク シ ョ

ナ リ ズ ム を 批 判 し た の も 新 教 育 だ 。し か し な が ら 、「 新 教 育 運 動 」の 貢 献 は

そ こ ま で だ 。フ レ イ レ は「 新 教 育 運 動 」が 批 判 し な か っ た 資 本 主 義 生 産 様 式

を 批 判 す る 45。  

 

19 世 紀 末 に 西 洋 で 生 ま れ た「 新 教 育 」は 、そ れ ま で の 固 定 化 し た 教 育 の 行 き

詰 ま り を 反 省 し 、 急 速 な 資 本 主 義 の 発 展 、 そ の 帝 国 主 義 的 な 膨 張 に 対 応 す る よ

う に 要 請 さ れ た 教 育 で あ る 46。 資 本 主 義 の 発 展 と 再 生 産 に 寄 与 す る と い う 意 味

で 、 そ の 生 産 様 式 の 普 及 拡 大 を 後 押 し す る 役 割 を 担 っ た 。 ま た 、 こ こ で 興 味 深

い の は 、 今 日 の ア ク テ ィ ブ ・ ラ ー ニ ン グ も 産 業 界 か ら の 要 請 が 大 き く 関 係 し て

い る と い う こ と で あ る 47。 情 報 化 や グ ロ ー バ ル 化 に よ っ て 急 速 に 変 化 す る 社 会

に 柔 軟 に 対 応 で き る 能 力 を も つ 人 材 が い な け れ ば 、 世 界 で 生 き 残 っ て い け な い

た め 、 そ の よ う な 能 力 を も つ 人 材 の 育 成 を 産 業 界 が 強 く 求 め て い る 48。 そ れ は

汎 用 性 に 乏 し い 「 知 識 再 生 型 に 偏 っ た 学 力 、 自 立 し た 主 体 的 思 考 力 を 伴 わ な い

 

4 4  I b i d . ,  p .57 .  

4 5  モ ア シ ル ・ ガ ド ッ チ『 パ ウ ロ ・ フ レ イ レ を 読 む 』（ 里 見 実 、野 元 弘 幸 訳 ）亜 紀 書 房 、

1993 年 、 215 頁 。  

4 6  川 瀬 八 洲 夫『 教 育 思 想 史 研 究 ― 子 ど も（ 人 間 ）観 の 発 展 と 公 教 育 ― 』酒 井 書 店 、

1999 年 、 44- 45 頁 。  

4 7  西 川 純 『 す ぐ わ か る ！ で き る ！ ア ク テ ィ ブ ・ ラ ー ニ ン グ 』 学 陽 書 房 、 2015 年 、 28-

29 頁 。  

4 8  同 上 、 28- 29 頁 。  
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協 調 性 、他 者 の 痛 み を 感 知 し な い 人 間 性 」49を も つ 人 材 で は な く 、「 予 測 不 能 な

事 態 に チ ー ム で 対 応 し 、 革 新 性 の あ る 柔 軟 な 思 考 や ア イ デ ィ ア を 自 ら が 発 揮 で

き る 人 材 」50の 育 成 で あ る 。知 識 暗 記 型 の 学 習 で は 、そ の よ う な 能 力 を も つ 人 材

は 育 成 さ れ な い た め 、 教 育 方 法 の 質 的 な 転 換 が 求 め ら れ て い る 。 そ こ で 登 場 し

た の が ア ク テ ィ ブ ・ ラ ー ニ ン グ で あ る 。 グ ロ ー バ ル 化 し 、 資 本 主 義 的 に 発 展 し

た 社 会 に 適 応 す る た め の 教 育 と い う 点 で は 、 ア ク テ ィ ブ ・ ラ ー ニ ン グ と 「 新 教

育 」 は 共 通 し て い る 。  

「 新 教 育 」 は 教 育 者 に よ る 一 方 的 な 知 識 の 伝 達 や 注 入 と い っ た 旧 来 の 伝 統 的

な 学 習 形 態 を 批 判 し 、 そ う で は な い 「 主 体 的 」 で 「 協 同 的 」 で 「 能 動 的 」 な 方

法 論 と し て 重 要 な 貢 献 を 果 た し た 。 フ レ イ レ は 「 新 教 育 」 が 果 た し た 貢 献 を 認

め 、そ の よ う な 意 味 で「 新 教 育 」を 否 定 し て は い な い 。し か し 、「 新 教 育 」と フ

レ イ レ の 教 育 思 想 の 類 似 性 を 認 め な が ら も 、 社 会 変 革 と い う 点 で 二 つ は 異 な る

と ガ ド ッ チ は 指 摘 し て い る 51。 そ れ で は 、 学 習 者 の 主 体 性 を 重 ん じ る こ れ ら の

教 育 と フ レ イ レ の 教 育 思 想 は ど の よ う に 食 い 違 っ て い る の だ ろ う か 。 そ の こ と

を 確 認 す る た め に 、 フ レ イ レ の 教 育 思 想 を 振 り 返 る こ と に し た い 。  

 

1-3. 教 育 の 政 治 性 と 教 育 者 の 倫 理 性  

 

フ レ イ レ に よ れ ば 、教 育 に は 二 種 類 あ る 。一 つ は「 支 配 の 教 育 」、も う 一 つ は

「 解 放 の 教 育 」で あ る 。「 支 配 の 教 育 」と は 、人 び と を 飼 い な ら し て い る 抑 圧 構

造 を 再 生 産 す る 教 育 の こ と で あ る 。 そ こ で は 、 被 支 配 者 は 自 分 で 主 体 的 あ る い

は 意 識 的 に 考 え た り 、 自 ら が 置 か れ て い る 状 況 を 変 え た り 、 新 し い も の を つ く

り だ す こ と を 認 め ら れ ず 、 彼 ら 彼 女 ら の 人 間 性 そ の も の が 奪 わ れ て い る 。 そ の

一 方 で 、 こ の よ う な 状 況 を 変 革 す る 「 解 放 の 教 育 」 が あ る 。 そ れ は 、 人 び と を

抑 圧 状 況 か ら 解 き 放 ち 、 奪 わ れ た 人 間 性 を 取 り 戻 す 教 育 で あ る 。 こ れ ら ふ た つ

の 教 育 は 、 相 反 す る 目 的 と 方 向 性 を 示 し て お り 、 政 治 的 に 和 解 し が た い 対 立 関

 

4 9  中 央 教 育 審 議 会『 新 た な 未 来 を 築 く た め の 大 学 教 育 の 質 的 転 換 に 向 け て ― 生 涯 学 び 続

け 、 主 体 的 に 考 え る 力 を 育 成 す る 大 学 へ ― （ 答 申 ）』 5 頁 。  

5 0  入 江 詩 子 「 ア ク テ ィ ブ ラ ー ニ ン グ の 導 入 期 に お け る 参 加 型 教 育 の 役 割 」『 長 崎 ウ エ

ス レ ヤ ン 大 学 地 域 総 研 紀 要 』 第 13 巻 、 第 1 号 、 2015 年 、 24 頁 。  

5 1  ガ ド ッ チ 、 前 掲 書 、 215 頁 。  
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係 に あ る 。 こ う し た 政 治 性 を 避 け て 、 教 育 の 中 立 性 を 主 張 す る 立 場 も あ る が 、

そ れ は い か な る 社 会 変 革 も 志 向 し な い た め に 、 結 局 の と こ ろ 、 現 存 す る 抑 圧 構

造 を 再 生 産 し 擁 護 す る こ と に な る 。 し た が っ て 、 そ れ も ま た 「 支 配 の 教 育 」 に

分 類 さ れ る 。  

そ も そ も 中 立 的 な 教 育 は 存 在 し な い 、と フ レ イ レ は い う 52。彼 に よ れ ば 、カ リ

キ ュ ラ ム の 内 容 を 検 討 し 、学 習 の 方 法 や プ ロ セ ス に つ い て 議 論 し た り す る と き 、

私 た ち は つ ね に な ん ら か の イ デ オ ロ ギ ー 的 な 選 択 を 行 っ て い る 53。 中 立 性 を 盾

に 、 指 導 し な い 教 育 と い う も の は あ り え な い 。 い か な る 教 育 的 実 践 も な ん ら か

の 目 的 を 有 し て お り 、 そ の 目 的 に 向 か っ て 教 育 を 行 っ て い る 以 上 、 指 導 性 を 否

定 す る こ と は で き な い 54。つ ま り 、指 導 的 で あ る こ と を 拒 否 す る 教 育 実 践 は 、教

育 そ れ 自 体 を 否 定 す る か 、自 ら の 政 治 性 を 巧 妙 に 隠 蔽 す る か の ど ち ら か で あ る 。

フ レ イ レ は 次 の よ う に い う 。  

 

教 育 者 は 政 治 的 で あ る か ら こ そ 、 中 立 た り え な い か ら こ そ 、 倫 理 性 を 要 求

さ れ る の だ 。 も し も 教 師 の 仕 事 が あ る 知 識 内 容 を 教 え る と い う こ と に つ き

る も の だ と し た ら― そ し て そ の 知 識 は 、 あ ら か じ め 殺 菌 さ れ 中 立 化 さ れ

た 学 問 的 知 識 で 、無 菌 の ま ま に 生 徒 た ち に「 伝 達 」さ れ う る も の だ と し た ら

―、 こ ん な に 容 易 な 仕 事 は な い と い う べ き だ ろ う 55。  

 

教 育 者 も ま た 政 治 性 や 指 導 性 か ら 逃 れ ら れ な い と す る な ら 、 彼 ら 彼 女 ら は 自

ら の 実 践 の も つ 指 導 性 を 自 覚 し 、 そ れ を 否 定 す る よ り も 、 む し ろ 積 極 的 に 引 き

受 け な け れ ば な ら な い 56。 し か し 、 そ れ は 自 ら の 政 治 的 な 意 見 を 学 習 者 に 押 し

付 け る こ と で は な い 。 自 ら の 政 治 性 へ の 認 識 は む し ろ 立 場 に よ っ て 異 な る 意 見

の 多 様 性 の 承 認 に 結 び つ け ら れ な け れ ば な ら な い 。 フ レ イ レ は 「 教 育 者 は 政 治

 

5 2  Fr ei re ,  Pa u l o,  “ E ducat io n :  Do me st i ca t io n or  Li b erat io n?” ,  Pr o sp ect s ,  v ol .  2 ,  no .  2 , 

1972 ,  p .174 .  

5 3  I b i d . ,  p .174 .  

5 4  Fr ei re ,  Mac e do,  “A Dia lo g ue ,”  p .378 .  

5 5  フ レ イ レ 『 希 望 の 教 育 学 』 108 頁 。  

5 6  Sh or ,  Ira ,  Fre ir e  f or  the Cla ssr o o m: A So ur c eb oo k f or  L ib erat ory  T ea ch ing ,  

H e ine ma nn,  1987,  p .211.  
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的 で あ る か ら こ そ 、中 立 た り え な い か ら こ そ 、倫 理 性 を 要 求 さ れ る 」57と 述 べ て

い る 。 こ の 倫 理 性 は 教 育 者 が み ず か ら の 政 治 性 に よ っ て 制 約 さ れ た 立 場 を 自 覚

し 、 異 な る 立 場 の 存 在 を 認 め 、 そ れ ら と の 論 争 に 開 か れ て い る こ と を 求 め る の

だ 58。  

 

1-3-1. 「 銀 行 型 教 育 」 と 「 課 題 提 起 教 育 」  

 

支 配 の 教 育 の 目 的 は 学 習 者 を 飼 い な ら す こ と で あ る 。 フ レ イ レ は こ の よ う な

教 育 に 当 て は ま る も の と し て 「 銀 行 型 教 育 」 を 挙 げ て い る 。 銀 行 型 教 育 と は 、

な ん で も 知 っ て い る 教 育 者 が 無 知 だ と み な さ れ る 学 習 者 に 、 現 実 か ら 切 り 離 さ

れ た 知 識 を 一 方 的 に 注 入 す る こ と で 、 彼 ら 彼 女 ら を 客 体 化 す る 教 育 で あ る 。  

フ レ イ レ に よ れ ば 、 学 習 者 の 生 活 と は ま っ た く 無 縁 の 内 容 に よ っ て 、 学 習 者

と い う 容 器 が 満 た さ れ れ ば 満 た さ れ る ほ ど 、 世 界 に 対 す る 彼 ら 彼 女 ら の 批 判 意

識 は ま す ま す 衰 え 、 完 全 に あ る が ま ま の 世 界 に 順 応 し 、 教 育 者 か ら 預 け 入 れ ら

れ る 現 実 に つ い て の 断 片 的 な 見 方 を 受 け 入 れ る よ う に な る 59。 そ れ は 、 学 習 者

の「 創 造 力 を 最 小 限 に 抑 え 、摘 み 取 り 、か れ ら の 軽 信 を あ お り た て る 」60こ と に

な り 、 そ う し た 傾 向 を 助 長 す る 銀 行 型 教 育 の 機 能 は 、 今 あ る 世 界 が 変 革 さ れ る

の を 望 ま な い 抑 圧 者 の 利 益 に 仕 え る も の で あ る 61。つ ま り 、銀 行 型 教 育 で は 、世

界 の 一 方 的 な 見 方 を 押 し 付 け る 抑 圧 者 と そ れ を 受 け 入 れ 、 今 あ る 世 界 に 順 応 す

る 被 抑 圧 者 に よ っ て 成 り 立 つ 関 係 が 前 提 と さ れ て い る 。 こ こ に は 、 一 方 的 に 語

る 教 育 者（ 主 体 ）と 、受 動 的 に 聞 く 学 習 者（ 客 体 ）し か い な い の だ 62。こ の よ う

な 教 育 は 結 局 の と こ ろ 被 抑 圧 者 を 支 配 す る 教 育 で あ り 、世 界 の 変 革 を 志 向 せ ず 、

現 状 を 再 生 産 す る こ と で 支 配 者 の 利 益 に 資 す る だ け で あ る 。  

 
5 7  フ レ イ レ 『 希 望 の 教 育 学 』 108 頁 。  

5 8  同 上 、 109 頁 - 111 頁 。  

5 9  パ ウ ロ ・ フ レ イ レ 『 被 抑 圧 者 の 教 育 学 』（ 小 沢 有 作 ほ か 訳 ） 亜 紀 書 房 、 1979 年 、 69

頁 。  

6 0  同 上 、 69 頁 。  

6 1  同 上 、 69 頁 。  

6 2  同 上 、 65 頁 。  
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こ れ に 対 し て 、 フ レ イ レ は 「 課 題 提 起 教 育 」 を 解 放 の 教 育 と し て 提 唱 し て い

る 。こ れ は 銀 行 型 教 育 の よ う な 上 か ら 下 へ の 垂 直 的 な 教 育 関 係 を 否 定 し 63、「 水

平 関 係 の な か で 、 と も に 認 識 の 主 体 と し て 世 界 ・ 社 会 の 課 題 と 向 き 合 い 、 と も

に 認 識 を 深 め 行 動 し て い く 」 こ と を 目 的 と し て い る 64。 銀 行 型 教 育 で は 教 育 者

と い う 主 体 が 学 習 者 と い う 客 体 に 一 方 的 に 知 識 を 注 入 す る が 、 課 題 提 起 教 育 で

は 両 者 が と も に 認 識 の 主 体 と し て 、 学 習 の プ ロ セ ス に 参 画 す る 。 銀 行 型 教 育 が

「 伝 達 」 に よ っ て 行 わ れ る 一 方 、 課 題 提 起 教 育 は 「 対 話 」 に よ っ て 行 わ れ る 。

フ レ イ レ 研 究 者 で あ る 原 安 利 に よ れ ば 、 対 話 と は 、 対 話 者 ど う し が 出 会 い 、 た

が い の 省 察 と 行 動 を 結 び つ け な が ら 、変 革 す べ き 世 界 へ と 向 か う こ と で あ る 65。

だ か ら し て 、 対 話 を 一 方 的 な 預 金 行 為 や 己 の 真 実 だ け を 押 し 付 け よ う と す る 討

論 に 還 元 し て は な ら な い と 、フ レ イ レ は い う 66。「 人 を 疎 外 し な が ら 解 放 す る こ

と は で き な い 。 真 実 の 解 放― 人 間 化 の 過 程― は 人 間 に 別 の 預 金 を す る こ と

で は な い 。 解 放 と は 実 践 で あ る 、 つ ま り 、 世 界 を 変 革 す る た め に 世 界 に は た ら

き か け る 人 間 の 行 動 と 省 察 で あ る 」67。す な わ ち 、課 題 提 起 教 育 と は 、世 界 を 変

革 す る た め に 協 働 す る 人 び と の 行 動 と 省 察 で あ る と 彼 は い う 。  

こ の よ う に 、フ レ イ レ の 対 話 は 教 育 者 と 学 習 者 の 共 同 の 認 識 の 行 為 で あ り 、両

者 を 主 体 化 す る も の で あ る 。 こ う し た 対 話 を つ う じ て 、 世 界 は 認 識 の 対 象 と し

て 現 れ る 。 そ し て 学 習 者 は 世 界 と 距 離 を と り 、 世 界 に 批 判 的 に ア プ ロ ー チ し 、

世 界 を 課 題 と し て 引 き 受 け 、 社 会 変 革 へ と 向 か う 行 動 を 開 始 す る 。 フ レ イ レ は

こ の よ う な プ ロ セ ス を「 意 識 化 」と 呼 ん だ 68。意 識 化 は 教 育 者 か ら 学 習 者 へ と 一

方 的 に 促 さ れ る も の で は な い 。 そ れ は 対 話 を つ う じ て 行 わ れ る 、 認 識 主 体 で あ

る 人 間 ど う し の 協 働 の 成 果 で あ る 。 伝 達 は ひ と を 客 体 化 す る 。 し か し 、 対 話 は

 

6 3  同 上 、 81 頁 。  

6 4  野 元 弘 幸 「 夢 と 希 望 を 語 り 続 け た 教 育 者 」『 月 刊 社 会 教 育 』 第 41 巻 、 1997 年 、 50

頁 。  

6 5  原 安 利 「 パ ウ ロ ・ フ レ イ レ の 教 育 論 に お け る 「 対 話 」 に 関 す る 一 考 察 」『 教 育 実 践

学 論 集 』 （ 兵 庫 教 育 大 学 院 連 合 学 校 教 育 学 研 究 科 ） 第 12 号 、 2011 年 、 106 頁 。  
6 6  フ レ イ レ 『 被 抑 圧 者 の 教 育 学 』 98 頁 。  

6 7  同 上 、 79 頁 。  

6 8  パ ウ ロ ・ フ レ イ レ 『 自 由 の た め の 文 化 行 動 』（ 柿 沼 秀 雄 訳 ） 亜 紀 書 房 、 1984 年 、 59

頁 。  
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人 び と を 主 体 化 し 人 間 化 す る 。 フ レ イ レ の 課 題 提 起 教 育 が 「 解 放 の 教 育 」 と い

わ れ る の は 、 こ う し た 意 味 に お い て で あ る 。  

 

1-3-2.  誤 読 ／ 誤 用 さ れ た フ レ イ レ  

 

課 題 提 起 教 育 は 、 教 育 者 が と き に は 学 習 者 に も な り 、 学 習 者 が と き に は 教 育

者 に も な る と い う 相 互 に 入 れ 替 わ る 関 係 性 を 特 徴 と し て い る 。 し か し 、 そ れ は

学 習 者 の 主 体 性 を 無 批 判 に 尊 重 す る 教 育 と は 区 別 さ れ な け れ ば な ら な い 。  

晩 年 の フ レ イ レ は 、 自 分 の 思 想 に 影 響 さ れ た と す る も う 一 つ の 教 育 を 厳 し く

批 判 し て い る 。そ れ は「 放 任 主 義 」の 教 育 と 呼 ば れ る 教 育 で あ る 。こ の 教 育 は 、

学 習 者 の 主 体 性 の み を 尊 重 し 、 指 導 す る こ と を 放 棄 す る フ ァ シ リ テ ー タ ー に よ

っ て 行 わ れ る 。フ ァ シ リ テ ー タ ー と し て の 教 育 者 は 、方 向 性 を 示 さ ず 、「 私 は 学

習 者 を 尊 敬 し て い る の で 、 指 導 的 に は な れ な い 。 学 習 者 は 尊 重 さ れ る べ き 個 人

な の で 、自 ら の 方 向 性 を 決 定 す べ き だ 」69と い う こ と で 、自 ら が 教 育 実 践 の 主 体

を 引 き 受 け る こ と を 拒 否 し て い る 70。 し か し 、 そ の よ う な 態 度 は 銀 行 型 教 育 と

同 様 に 、 現 存 す る 抑 圧 構 造 の 再 生 産 に 寄 与 す る こ と に し か な ら な い 71。 な ぜ な

ら 、 す で に 述 べ た よ う に 、 中 立 性 を 盾 に 学 習 者 に 介 入 し よ う と し な い 教 育 は 、

結 局 の と こ ろ 現 状 肯 定 に し か な ら な い か ら で あ る 。  

放 任 主 義 の 教 育 は 形 式 的 に は 課 題 提 起 教 育 に 近 い よ う に 見 え る だ ろ う 。 し か

し 、 フ レ イ レ か ら 見 れ ば 、 放 任 主 義 の 教 育 は 社 会 変 革 に は つ な が ら ず 、 現 存 す

る 抑 圧 構 造 を 再 生 産 す る と い う 点 で 銀 行 型 教 育 と 同 じ 分 類 に な る 。彼 は 晩 年「 支

配 の 教 育 」 の も う 一 つ の 形 式 と し て 放 任 主 義 の 教 育 を 批 判 す る 姿 勢 を 明 確 に す

る よ う に な っ た 72。フ レ イ レ の 思 想 が し ば し ば 誤 用 さ れ た の は 、初 期 の『 被 抑 圧

者 の 教 育 学 』 で は 教 育 者 と 学 習 者 の し か る べ き 関 係 の あ り よ う が 明 示 的 に は 語

ら れ て お ら ず 、 両 者 は 完 全 に 対 等 で あ る と 主 張 し て い る と 誤 解 さ れ た か ら で あ

る 。フ レ イ レ と の 対 談 の な か で ド ナ ル ド・マ シ ー ド は つ ぎ の よ う に 述 べ て い る 。  

 

6 9  Fr ei re ,  Mac e do,  “A Dia lo g ue” ,  p .378 .  

7 0  I b i d . ,  p .378 .  

7 1  I b i d . ,  p .378 .  

7 2  R ob er t s ,  E ducat io n ,  L i t erac y ,  a nd H uma ni zat io n ,  p .59 .  
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フ レ イ レ に 影 響 さ れ た と 主 張 す る 多 く の 教 師 が 、 結 局 は 放 任 主 義 の 心 地 よ

い だ け の 教 授 法 を 促 進 す る の は 、 あ な た の 先 行 す る 思 想 に 表 面 的 に し か 触

れ ず 、そ の よ う に し か 解 釈 し て い な い か ら で す 。つ ま り 、フ レ イ レ に 影 響 さ

れ た と 主 張 す る 多 く の 教 授 が 、 厳 密 な 方 法 論 の 形 式 を 装 い な が ら 、 実 際 に

は 薄 め ら れ た 哲 学 的 立 場 の 解 釈 を 学 生 に 示 し て い る の で す 。 こ れ ら の 教 授

が あ な た の 著 作 を 一 次 文 献 と し て 読 む よ う 学 生 に 要 求 す る こ と は あ り ま せ

ん 。た と え あ っ た と し て も 、そ れ は『 被 抑 圧 者 の 教 育 学 』だ け で 、あ な た が

刊 行 し た 他 の 著 書 に つ い て は な に も 知 ら な い の で す 73。  

 

こ の よ う に 、 フ レ イ レ の 著 書 を き ち ん と 読 ま な い 人 び と が 放 任 主 義 の 教 育 を

フ レ イ レ 的 な も の と 誤 解 し て し ま っ て い る 状 況 が 存 在 す る 。「 課 題 提 起 教 育 」と

い う 言 葉 だ け が ひ と り 歩 き し 、 フ レ イ レ の 思 想 が そ れ と は 正 反 対 の 目 的 の た め

に 誤 用 さ れ て い る 。 そ の よ う な 状 況 を 警 戒 し た フ レ イ レ は 、 晩 年 の 著 作 で は 、

教 育 者 と 学 習 者 の も つ 権 威 の ち が い を 指 摘 し 、 た ん に 対 等 な だ け で は な い 両 者

の 関 係 性 を 強 調 し て い る 。そ こ で 、放 任 主 義 の 教 育 を 担 う フ ァ シ リ テ ー タ ー と 、

フ レ イ レ の 理 想 と す る 教 育 者 の あ り 方 の ち が い を み る こ と に し た い 。  

 

1-4. フ レ イ レ の 「 放 任 主 義 」 批 判  

 

フ レ イ レ の 意 図 に 反 し て 、 彼 の 思 想 が 、 教 育 者 の 理 想 型 を 「 フ ァ シ リ テ ー タ

ー 」 で あ る と す る 考 え の 源 流 と み な さ れ る こ と が あ る 。 そ れ は フ レ イ レ が 教 育

者 と 学 習 者 の 対 等 性 を 主 張 し 、 と く に 学 習 者 の 主 体 性 を 重 視 し て い た か ら で あ

る 。 し か し 、 フ レ イ レ は フ ァ シ リ テ ー タ ー と い う 存 在 を か な ら ず し も 認 め て い

た わ け で は な い 。 彼 は あ る 会 議 の 場 で 「 フ ァ シ リ テ ー タ ー と い う 言 葉 は 好 き で

は な い 」74と い う 発 言 を し て い る 。ま た 、マ シ ー ド と の 対 談 で は「 私 は フ ァ シ リ

テ ー タ ー で あ る と 自 称 し た こ と は あ り ま せ ん 。 ま た 、 は っ き り さ せ て お き た い

の は 、 教 育 者 で あ る 以 上 、 つ ね に 教 え な が ら フ ァ シ リ テ ー ト し て い る と い う こ

 

7 3  Fr ei re ,  Mac e do,  “A Dia lo g ue” ,  p .380 .  

7 4  No be l ,  Ph y l l i s ,  For mat i on  o f  Fre ir i an  Fa ci l i ta tor s ,  Lat ino Inst i t u te ,  1983 ,  p .131.  
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と で す 。 教 え ず に フ ァ シ リ テ ー ト す る フ ァ シ リ テ ー タ ー と い う 考 え は 受 け 入 れ

る こ と は で き ま せ ん 」75と も 語 っ て い る 。つ ま り 、フ レ イ レ に よ れ ば 、指 導 性 を

否 定 す る フ ァ シ リ テ ー タ ー は 教 育 者 と 呼 ば れ る た め の 資 格 を も た な い の で あ る 。 

 

教 育 者 が 自 ら を 教 育 者 で は な く フ ァ シ リ テ ー タ ー と 呼 ぶ と き 、教 育 者 は 現 実

の 歪 曲 に 関 与 す る よ う に な り ま す 。ま ず 、フ ァ シ リ テ ー タ ー で あ る と 主 張 す

る こ と は 、教 育 者 の 権 力 を 目 立 た せ な く し 、制 度 的 に つ く ら れ た 教 育 者 の 権

力 を 保 持 し た ま ま で あ る こ と を ご ま か し ま す 。つ ま り 、フ ァ シ リ テ ー タ ー は

権 力 を 隠 し な が ら 、い つ で も 思 う ま ま に 権 力 を 行 使 す る こ と が で き る の で す 。

今 も フ ァ シ リ テ ー タ ー は 評 価 し 、カ リ キ ュ ラ ム を 管 理 し て い ま す 。こ れ ら の

事 実 を 否 定 す る こ と は 不 誠 実 な こ と で す 76。  

 

こ こ で フ レ イ レ は 、 フ ァ シ リ テ ー タ ー の あ る 種 の 欺 瞞 を 指 摘 し て い る 。 フ ァ

シ リ テ ー タ ー も 教 育 に 携 わ っ て い る 以 上 、 学 習 者 を 評 価 し 、 カ リ キ ュ ラ ム を 管

理 す る 権 力 を も っ て い る 。 し か し 、 そ れ に も か か わ ら ず 、 権 力 を 行 使 し て い な

い か の よ う に 振 る ま う こ と は 、 教 育 者 の 権 力 に 対 す る 学 習 者 の 注 意 を そ ら し 、

彼 ら 彼 女 ら を 従 順 に す る 効 果 を も っ て い る 。 こ れ は あ る 意 味 で は 、 権 威 主 義 の

教 育 よ り も 効 果 的 な 支 配 を 可 能 に す る も の だ 。 す な わ ち 、 権 力 を 隠 し な が ら 行

使 す る 放 任 主 義 の 教 育 は 、権 力 を あ か ら さ ま に 行 使 す る 権 威 主 義 の 教 育 よ り も 、

学 習 者 を 容 易 に コ ン ト ロ ー ル で き る と い う 意 味 で 、は る か に 効 果 的 な の で あ る 。

そ し て 、 フ レ イ レ は フ ァ シ リ テ ー タ ー が 自 ら の 権 力 を 隠 蔽 す る 一 方 で 、 教 育 者

と し て の 権 威 を 放 棄 す る こ と を 批 判 し て い る 。  

 

こ う し た フ ァ シ リ テ ー タ ー の 条 件 を 作 り だ し て い る の は 権 威 主 義 と 権 威 の

混 同 だ と 思 い ま す 。権 威 主 義 を 脱 し よ う と し て 、教 育 者 と し て の 権 威 を 放 棄

す る こ と は で き ま せ ん 。実 際 、こ の よ う な こ と は あ り え な い の で す 。教 育 者

は 、教 え よ う と す る 主 題 に 関 す る 知 識 の 深 さ と 広 さ を つ う じ て 、一 定 の 権 威

を 保 持 し て い る か ら で す 。教 育 者 で は な く フ ァ シ リ テ ー タ ー だ と 主 張 す る 教

 

7 5  Fr ei re ,  Mac e do,  “A Dia lo g ue” ,  p .378 .  

7 6  I b i d . ,  p .378 .  
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育 者 は 、ど う い う わ け か 、教 え る と い う 仕 事 、し た が っ て 対 話 す る 仕 事 を 放

棄 し て い ま す 77。  

 

フ ァ シ リ テ ー タ ー に よ る 教 育 が 放 任 主 義 と い わ れ る の は 、 権 威 主 義 を 恐 れ る

あ ま り 教 育 者 と し て の 権 威 ま で も 放 棄 し て い る か ら で あ る 。 し か し 、 フ レ イ レ

は 教 育 者 で あ る 限 り 「 一 定 の 権 威 」 を も た な け れ ば な ら な い と い う 。 そ れ は 学

習 者 の 信 頼 の 源 で あ る 「 知 識 の 深 さ と 広 さ 」 で あ り 、 そ れ を な く し て は 教 え る

と い う 行 為 そ の も の が 成 り 立 た な い か ら で あ る 。 そ の 意 味 で は 、 フ ァ シ リ テ ー

タ ー は 学 習 者 と の 対 話 も 拒 否 し て お り 、 学 習 プ ロ セ ス の 外 に 立 つ 傍 観 者 で し か

な い 。  

 

1-4-1. 文 化 サ ー ク ル に お け る 調 整 者  

 

初 期 の 著 作 で 、フ レ イ レ は 文 化 サ ー ク ル に 議 論 の 整 理 や 調 整 を 行 う「 調 整 者 」

（ coordinator）を お く 必 要 性 に つ い て 言 及 し て い る 。フ レ イ レ は 民 衆 文 化 と 教

育 に と っ て 重 要 な 新 し い 制 度 で あ る 文 化 サ ー ク ル と 文 化 セ ン タ ー を 創 り 上 げ た

理 由 と し て 、 学 校 と い う も の が 伝 統 的 に 受 動 的 な 意 味 し か も っ て い な か っ た と

い う 点 を あ げ て い る 78。そ の た め 、教 員 に か え て 調 整 者 を お き 、講 義 の か わ り に

対 話 を 、 学 習 者 の か わ り に 討 論 参 加 グ ル ー プ を 設 定 し た と 説 明 し て い る 79。 学

習 者 に 対 し て 受 動 的 な 態 度 を 植 え 付 け て し ま う 、 こ れ ま で の 学 校 の 意 味 合 い を

変 え る た め に 、フ レ イ レ は 教 員 の か わ り に 調 整 者 を お い た と い う こ と が で き る 。 

フ レ イ レ が チ リ の 文 化 サ ー ク ル に 関 わ る 調 整 者 に 対 し て 提 示 し た 文 書 が あ る 。

そ こ に は 以 下 の こ と を は じ め と す る 調 整 者 と し て の 心 得 が 書 か れ て い る 80。  

 

「 文 化 サ ー ク ル 」 の 良 い コ ー デ ィ ネ ー タ ー に な る た め に は 、 何 よ り も 人 間

を 信 じ る こ と 、 つ ま り 物 事 を 創 造 し た り 変 え た り す る 人 間 の 可 能 性 を 信 じ                                

 

7 7  I b i d . ,  p .378 .  
7 8  フ レ イ レ 『 伝 達 か 対 話 か 』 92- 93 頁 。  
7 9  同 上 、 93 頁 。  
8 0  Freire, Paulo “To the Coordinator of a ‘Cultural Circle ’” ,  Convergence, vol. 4, no.  1,  

1971, p.61.  
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る こ と が 必 要 で あ る 。 愛 す る こ と も 必 要 に な る 。 教 育 の 基 本 的 な 取 り 組 み  

は 人 間 の 解 放 で あ り 、 決 し て 「 飼 い な ら す こ と 」 で は な い と い う こ と を 知

っ て お か ね ば な ら な い 。 ま た 、 解 放 は 、 人 間 が 自 分 の 生 き て い る 世 界 と 自

分 と の 関 係 を 省 察 す る 限 り に お い て 行 わ れ る も の だ と 信 じ な け れ ば な ら な

い 。 そ し て 、 そ れ は 、 自 分 自 身 を 「 意 識 化 」 す る こ と に よ っ て 、 主 体 と し

て 歴 史 の な か に 自 分 自 身 を 差 し 込 む 限 り に お い て 行 わ れ る の で あ る 。」  

 

「 文 化 サ ー ク ル は 、 伝 統 的 な 意 味 で の 学 校 で は な い 。 ほ と ん ど の 学 校 で は

教 師 が 自 分 の 知 識 を 絶 対 的 な も の と し て 確 信 し 、 無 知 を 絶 対 的 な も の と し

て 受 動 的 で 従 順 な 生 徒 た ち に 授 業 を お こ な っ て い る 。」  

 

「 文 化 サ ー ク ル と は 、 生 き た 創 造 的 な 対 話 で あ り 、 そ こ で は だ れ も が あ る

こ と を 知 り 、 あ る こ と を 知 ら な い 、 そ し て だ れ も が 一 緒 に な っ て も っ と

知 り た い と 思 う も の で あ る 」  

 

上 記 の 調 整 者 へ の 呼 び か け は 、「 文 化 サ ー ク ル 」と い う 教 育 実 践 に あ た る 者 と

し て 、 知 っ て お か な け れ ば な ら な い こ と が 書 か か れ て い る 。 フ レ イ レ は 教 育 者

の あ り 方 に つ い て 主 張 す る 際 に も 、 上 記 で 示 さ れ た の と 同 じ よ う な 態 度 を 求 め

て い る 。 し か し 、 こ の 調 整 者 と し て の 心 構 え の あ と に は 、 グ ル ー プ に 入 っ て ど

の よ う に 対 話 を 進 め る か と い う こ と に 関 す る 具 体 的 な 方 法 が 記 さ れ て い る 。 例

え ば 、 文 化 サ ー ク ル の メ ン バ ー を あ な た と 呼 ば ず に 、 名 前 を き ち ん と 覚 え る こ

と 、 議 論 の 調 整 を 行 う こ と 、 過 剰 に 話 す メ ン バ ー と 話 さ な い メ ン バ ー の バ ラ ン

ス を 取 る こ と な ど で あ る 81。 こ こ に 書 か れ て い る 具 体 的 な 方 法 を 見 て み る と 、

フ レ イ レ の 考 え る 「 調 整 者 」 と 一 般 的 な フ ァ シ リ テ ー タ ー の 役 割 に は 相 違 が な

い よ う に み え る 。  

し か し な が ら 、 フ レ イ レ は そ の よ う な 技 術 よ り も 、 対 話 に 依 拠 す る 新 し い 態

度 を 身 に つ け る 必 要 性 に つ い て 語 っ て い る 82。 フ レ イ レ に よ れ ば 、 学 習 者 を 飼

い 慣 ら す の で は な く 、「 教 育 」を 実 践 す る た め に 、調 整 者 は 対 話 者 と し て 生 ま れ

 
8 1  Ibid., pp.61-62.  

8 2  フ レ イ レ 『 伝 達 か 対 話 か 』 111 頁 。  
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変 わ ら ね ば な ら な い 83。  

し た が っ て 、 フ レ イ レ は フ ァ シ リ テ ー タ ー そ れ 自 体 を 批 判 し て い る の で は な

く 、 非 指 導 性 を 装 い 、 権 力 を 隠 し 、 教 育 に お け る 主 体 と し て コ ミ ッ ト し よ う と

し な い 「 支 配 の 教 育 」 に 資 す る フ ァ シ リ テ ー タ ー に 対 し て 懐 疑 的 で あ っ た と 言

え る だ ろ う 。 事 実 、 フ レ イ レ が 実 際 に 行 っ て い る こ と は 現 代 の フ ァ シ リ テ ー タ

ー と 重 な る 部 分 が み ら れ る 。 し か し 、 教 育 者 と し て の 指 導 性 や 権 威 を 自 覚 し 、

自 分 た ち が 目 指 す べ き 社 会 へ の 変 革 に 向 け て 主 体 と し て コ ミ ッ ト し て い た と い

う 点 で は 、 フ レ イ レ の い う 教 育 者 と フ ァ シ リ テ ー タ ー は 異 な っ て い る 。  

 

1-4-2. 教 育 者 の 権 威 ／ 学 習 者 の 権 威  

 

こ の よ う に 、 放 任 主 義 も ま た 「 支 配 の 教 育 」 に 分 類 さ れ る と し た ら 、 フ レ イ

レ が 目 指 す 「 解 放 の 教 育 」 は ど の よ う な 教 育 者―学 習 者 の 関 係 を 提 示 し て い

る の だ ろ う か 。 す で に 述 べ た よ う に 、 一 般 に フ レ イ レ は 教 育 者 と 学 習 者 が 対 等

で あ る と 主 張 し て い る よ う に み な さ れ る 。 し か し 、 教 育 者 と 学 習 者 が 同 じ 立 場

で 学 習 の 場 に 立 ち あ う と は 言 っ た こ と が な い 、 と フ レ イ レ は い う 84。 彼 に よ れ

ば 、「 教 師 の 立 場 は 生 徒 の そ れ と 同 じ で は な い 。… … そ の 相 互 の 違 い こ そ が 、教

師 を 教 師 た ら し め 、生 徒 を 生 徒 た ら し め て い る の で あ る 」85。そ の 違 い の 一 つ と

し て 「 権 威 」 が あ げ ら れ る 。  

フ レ イ レ が 批 判 す る 銀 行 型 教 育 で は 、「 教 師 は 知 識 の 権 威 を か れ の 職 業 上 の 権

威 と 混 同 し 、そ れ に よ っ て 学 習 者 の 自 由 を 圧 迫 す る 立 場 に 立 つ 」86。こ こ で フ レ

イ レ は 「 知 識 の 権 威 」 と 「 職 業 上 の 権 威 」 を 区 別 し 、 権 威 が 役 職 に あ る と い う

後 者 の 考 え 方 を 退 け て い る （ 放 任 主 義 も ま た 教 育 者 の 権 威 を 「 職 業 上 の 権 威 」

と み な し て い る ）。フ レ イ レ に よ れ ば 、教 育 者 は「 教 え よ う と す る 主 題 に 関 す る

知 識 の 深 さ と 広 さ を つ う じ て 、一 定 の 権 威 を 保 持 」87す る 存 在 で あ る 。教 育 者 の

 
8 3  フ レ イ レ 『 伝 達 か 対 話 か 』 112 頁 。  

8 4  ピ ― タ ー ・ メ イ ヨ ー 『 グ ラ ム シ と フ レ イ レ ― 対 抗 ヘ ゲ モ ニ ー 文 化 の 形 成 と 成 人 教

育 ― 』 （ 里 見 実 訳 ） 太 郎 次 郎 社 エ デ ィ タ ス 、 2014 年 、 109 頁 。  

8 5  フ レ イ レ 『 希 望 の 教 育 学 』 164 頁 。  

8 6  フ レ イ レ 『 被 抑 圧 者 の 教 育 学 』 68 頁 。  

8 7  Fr ei re ,  Mac e do,  “A Dia lo g ue ,”  p .378 .  
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権 威 は 学 習 者 か ら の 信 頼 が な け れ ば 生 ま れ な い 。 つ ま り 、 教 育 者 の 権 威 は 学 習

者 と の 関 係 の な か で は じ め て 生 ま れ る の で あ る 。 他 方 、 教 育 者 も ま た 学 習 者 の

知 っ て い る こ と を 尊 重 し な け れ ば な ら な い 。 フ レ イ レ は 文 化 サ ー ク ル で の 農 民

と の 対 話 の な か で 、こ う 語 っ て い る 。「 ぼ く は 、あ な た た ち の 知 ら な い こ と を 10

だ け 知 っ て い る が 、あ な た が た も 、ぼ く の 知 ら な い こ と を 10 だ け 知 っ て い る 」

88。フ レ イ レ に よ れ ば 、教 育 者 と 学 習 者 は そ れ ぞ れ 異 な る 知 識 を も っ て い る 。教

育 者 （ 知 識 人 ） は 抽 象 的 で 体 系 づ け ら れ た 知 識 、 学 習 者 （ 民 衆 ） は 現 実 に 根 ざ

し た 具 体 的 な 知 識 を も っ て い る 。 重 要 な の は 、 こ れ ら の 異 な る 知 識 が 対 等 で あ

る と い う こ と だ 。  

し か し 、 こ う し た 学 習 者 の 知 識 （ 民 衆 知 ） は 一 般 化 さ れ る こ と な く 、 た ん に

経 験 的 な レ ベ ル の 出 来 事 と し て の み 提 示 さ れ て い る 。 マ シ ー ド と の 対 談 の な か

で 、 フ レ イ レ は 学 習 者 の 生 き た 経 験 を 批 判 的 な 意 識 へ と 変 え る 必 要 性 を こ う 述

べ て い る 。  

 

立 ち 位 置 （ location） の 問 い に 関 し て 提 起 さ れ た 問 題 は 重 要 で す 。 だ れ も 、

自 分 の 視 点 や 歴 史 的 立 ち 位 置 を 出 発 点 と し て 使 う こ と な く 、 新 し い 知 識 の

探 究 に 真 摯 に 取 り 組 む こ と は で き な い と 思 い ま す 。 し か し 、 そ れ は そ う し

た 位 置 に と ど ま る べ き だ と い う こ と で は あ り ま せ ん 。 む し ろ 、 そ れ は 普 遍

化 さ れ る よ う 試 み ら れ な け れ ば な ら な い の で す 。認 識 論 的 好 奇 心 の 課 題 は 、

学 習 者 が 自 分 の 歴 史 的 な 立 ち 位 置 に つ い て 厳 密 な 理 解 を 獲 得 し 、 そ の 理 解

を 知 識 へ と 変 え 、 立 ち 位 置 を 超 越 し 普 遍 化 す る こ と が で き る よ う に 手 助 け

す る こ と で す 。 も し 、 あ る 人 が 自 分 の 歴 史 的 な 立 ち 位 置 に と ど ま り つ づ け

る と し た ら 、 そ れ は そ の 人 を 他 の 現 実 か ら 切 り 離 さ れ た 世 界 に 固 定 す る こ

と に な る の で す 89。  

 

フ レ イ レ に よ れ ば 、 教 育 者 は 学 習 者 の 「 立 ち 位 置 」 か ら 出 発 し な け れ ば な ら

な い 。 そ れ は 学 習 者 の 生 き た 経 験 を 尊 重 す る と い う こ と で あ る 。 民 衆 の 現 実 か

ら 出 発 す る こ と は 民 衆 の 経 験 知 を 尊 重 す る こ と で あ り 、「 そ れ が う ま れ た 地 平 、

 

8 8  フ レ イ レ 『 希 望 の 教 育 学 』 64 頁 を 参 照 。  

8 9  Fr ei re ,  Mac e do,  “A Dia lo g ue” ,  p .385 .  
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そ の 文 化 的 コ ン テ キ ス ト を 背 景 と し て ふ ま え て 、 そ の 知 を 理 解 す る と い う こ と

で あ る 」90。ポ ー ラ・オ ー ル マ ン と ジ ョ ン・ウ ォ ー ル ズ は 、フ レ イ レ の い わ ん と

し て い る こ と を 「 教 育 的 な 出 会 い の 場 で 学 習 者 が も っ て い る 権 威 を 尊 重 し 配 慮

す る こ と で あ る 」91と し て い る 。つ ま り 、教 育 者 の 権 威 が 民 衆 か ら の 信 頼 に 支 え

ら れ て い る の と お な じ よ う に 、 教 育 者 は 学 習 者 の 生 き た 経 験 を そ れ 自 体 権 威 と

し て 認 め る こ と が 求 め ら れ る の だ 。  

と は い え 、 学 習 者 の 生 き た 経 験 を 尊 重 す る と い っ て も 、 そ れ は 学 習 者 を 彼 ら

彼 女 ら の 「 歴 史 的 な 立 ち 位 置 」 に 固 定 す る と い う こ と で は な い 。 学 習 者 の 「 立

ち 位 置 」 は あ く ま で も 認 識 行 為 の 出 発 点 で し か な い 。 学 習 者 は 自 ら の 生 き た 経

験 を 外 部 の 教 育 者 に 語 り 、 そ れ を 教 育 者 と 共 有 す る こ と で 「 普 遍 化 」 し 、 教 育

者 と と も に 自 ら の 経 験 ・ 知 識 に 対 し て 批 判 的 に 介 入 す る こ と が 求 め ら れ る 。 こ

れ が フ レ イ レ の い う「 意 識 化 」の プ ロ セ ス で あ る 。し た が っ て 、学 習 者（ 民 衆 ）

の 経 験 や 知 識 か ら 出 発 し な け れ ば な ら な い 。フ レ イ レ に よ れ ば 、「 そ の 言 葉 、そ

の 話 し 方 、そ の 数 え 方 、そ の 世 界 観 、そ の 宗 教 性 、そ の 身 体 と 衛 生 、性 の 知 識 、

生 と 死 の 知 識 、 精 霊 と 呪 文 の 力 に か ん す る 知 、 そ う し た も の を 身 体 一 杯 に か か

え て 、 か れ ・ 彼 女 は 教 師 の 前 に 現 れ る の だ 」 92。  

民 衆 と と も に 世 界 変 革 へ 向 か お う と す る 知 識 人 が 、 民 衆 の 生 活 に 入 り こ み 、

民 衆 と の 実 践 の な か で 民 衆 の 経 験 知 を 学 ぶ こ と に よ り 、 自 分 の 知 識 人 と し て の

あ り 方 を 変 革 す る 過 程 を「 見 習 い 期 間 」93と フ レ イ レ は 捉 え て い る 。民 衆 と の 実

践 の な か で 、 対 話 を つ う じ て 、 知 識 人 は 彼 ら 彼 女 ら の 経 験 と 知 識 を 学 ぶ 。 こ の

よ う な 介 入 な く し て 、「 解 放 の 教 育 」は あ り え な い 。そ れ は 教 育 者 と 学 習 者 が お

互 い の 権 威 を 尊 重 し 、 学 習 者 が 教 育 者 に も な り 、 教 育 者 が 学 習 者 に も な る 民 主

的 な 関 係 を 目 指 し て い る の で あ る 。  

 

 

9 0  フ レ イ レ 『 希 望 の 教 育 学 』 119-120 頁 。  

9 1  Allman, Paula and John Wallis , “Commentary: Paulo Freire and the Future of the Radical 

Tradition”, Studies in the Education of Adults, vol. 29, no. 2, 1997, p.114. 

9 2  フ レ イ レ 『 希 望 の 教 育 学 』 119 頁 。  

9 3  詳 し く は 、 Fre ire ,  Pa u lo “ E ducat i on,  L i bera t i on  and  the  Ch urc h ” ,  Re l i g i ous  

E ducat i o n ,  v o l .  79 ,  no .  4 ,  1984 を 参 照 。  
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1-4-3. 教 育 の 民 主 的 な 関 係 性 に 向 け て  

 

フ レ イ レ が 課 題 提 起 教 育 に お い て 目 指 し た 教 育 者 と 学 習 者 の 関 係 は い か な る

も の で あ っ た の か 。 フ レ イ レ が 目 指 し た 教 育 と は 「 解 放 の 教 育 」 で あ り 、 現 存

す る 抑 圧 構 造 か ら 人 び と を 解 放 し 人 間 化 す る 教 育 で あ っ た 。 こ こ に は 「 権 威 主

義 の 教 育 」に よ る 詰 め 込 み も な け れ ば 、「 放 任 主 義 の 教 育 」に よ る 飼 い な ら し も

な い 。 と く に 、 学 習 者 の 主 体 性 を 尊 重 す る と 称 し 、 そ の 学 習 プ ロ セ ス に 介 入 し

よ う と し な い 放 任 主 義 は 、 フ レ イ レ に と っ て 教 育 者 と し て の 仕 事 を 放 棄 す る こ

と で あ り 、 教 育 者 と い う 主 体 性 を 放 棄 し 、 学 習 者 と の 関 係 を 断 ち 切 る こ と で あ

っ た 。 彼 は 学 習 者 の 主 体 性 を 否 定 す る 権 威 主 義 で も な く 、 教 育 者 の 指 導 性 を 放

棄 す る 放 任 主 義 で も な い 教 育 を 「 解 放 の 教 育 」 と 呼 ん だ の だ 。 そ こ で は 、 教 育

者 と 学 習 者 そ れ ぞ れ の 主 体 性 が 尊 重 さ れ 、 互 い に 交 流 す る 民 主 的 な 関 係 が 求 め

ら れ て い る 。  

フ レ イ レ の い う 教 育 者 と 学 習 者 の 民 主 的 関 係 は 真 に 水 平 的 な 関 係 で あ り 、 そ

れ ぞ れ が 文 化 の 「 書 き 手 」 と し て の 権 威 を 尊 重 さ れ る と き に 生 ま れ る 。 彼 が 課

題 提 起 教 育 を つ う じ て 目 指 し た の は 、 人 び と の 抑 圧 状 況 か ら の 解 放 で あ り 、 抑

圧 者 も ま た 人 間 化 さ れ る と い う 支 配 な き 社 会 で あ っ た 。 し か し 、 教 育 者 と 学 習

者 が 水 平 的 な 関 係 性 に あ る と は い え 、 両 者 は 同 じ 立 場 に 立 っ て い る わ け で は な

い 。 教 育 者 は も の ご と を 体 系 化 す る 知 識 を も っ て い る 。 他 方 、 学 習 者 は 自 ら の

経 験 に も と づ く 知 識 を も っ て い る 。 教 育 者 は 学 習 者 の 経 験 知 を 学 び 、 学 習 者 は

教 育 者 の 体 系 知 を つ う じ て 自 ら の 経 験 を 批 判 的 に 考 察 す る 。 つ ま り 、 学 習 者 は

た ん に 知 識 が 詰 め 込 ま れ る だ け の 「 無 知 」 の 存 在 で は な い の だ 94。  

こ の よ う に フ レ イ レ は 教 育 者 か ら 学 習 者 へ の 「 伝 達 」 で は な く 、 教 育 者 と 学

習 者 の「 対 話 」を 民 主 的 な 教 育 関 係 の 基 礎 と み な し て い る 。そ こ で は「 対 話 は 、

対 話 す る 双 方 の 主 体 が 自 ら の ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 保 持 す る だ け で な く 、 互 い の

そ れ を 擁 護 し 助 長 し あ う 」 95こ と が 求 め ら れ て い る 。 教 育 者 と 学 習 者 は け っ し

て 同 一 化 さ れ る こ と は な い 。 む し ろ 、 た が い の 差 異 が あ る か ら こ そ 、 対 話 は 開

か れ 繰 り 返 さ れ る の で あ る 。  

 

9 4  フ レ イ レ 『 伝 達 か 対 話 か 』 96 頁 。  

9 5  フ レ イ レ  『 希 望 の 教 育 学 』 164 頁 。  



28 

 

教 育 実 践 の 基 礎 と な る 原 理 は 、 主 体 の 存 在 、 つ ま り 教 育 者 と 学 習 者 の 存 在

で あ る 。 両 者 が 実 践 の 主 体 と な る と い う の は 、 た が い の 特 殊 な 役 割 を 解 消

す る と い う こ と で は な い 。 前 者 は 教 え る と い う 行 為 の 主 体 で あ り 、 後 者 は

学 ぶ と い う 行 為 の 主 体 で あ る 。 前 者 は 教 え る と 同 時 に 学 び 、 後 者 は 学 ぶ と

同 時 に 教 え る 。 両 者 は 知 る プ ロ セ ス に お い て 主 体 で あ る 。 そ し て そ れ は 教

え る こ と と 学 ぶ こ と を 含 ん で い る 96。  

 

教 育 者 の み が 主 体 と さ れ る 「 権 威 主 義 の 教 育 」 で は 、 学 習 者 は 客 体 化 さ れ 、

両 者 の あ い だ に 民 主 的 な 関 係 性 は 成 り 立 た な い 。 他 方 、 学 習 者 の 主 体 性 が 強 調

さ れ る 「 放 任 主 義 の 教 育 」 で は 、 教 育 者 の 主 体 性 が か き 消 さ れ 、 こ こ に お い て

も 両 者 の 民 主 的 な 関 係 は 成 り 立 た な い 。フ レ イ レ に よ れ ば 、「 ラ デ ィ カ ル な 教 育

者 は 教 育 実 践 に お い て 、 活 動 的 な 存 在 と な ら な け れ ば な ら な い 。 教 育 者 は 自 ら

の 活 動 的 で 好 奇 心 あ ふ れ る 存 在 が 、 学 習 者 の 存 在 を 教 育 者 の 存 在 の 影 に か え て

し ま わ な い よ う に し な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 教 育 者 は 学 習 者 の 影 に な る こ と

も で き な い 」97。フ レ イ レ の 目 指 す「 解 放 の 教 育 」で は 、教 育 者 に も 学 習 者 に も

光 の あ た る 空 間 を つ く り だ す こ と が 求 め ら れ て い る の で あ る 。  

 

1-5. 結 論  

 

本 章 で は 、 フ レ イ レ の い う 「 支 配 の 教 育 」 と 「 解 放 の 教 育 」 を 整 理 し つ つ 、

フ レ イ レ の 教 育 思 想 を 教 育 者 と 学 習 者 の 関 係 性 と い う 視 点 か ら 明 ら か に し て き

た 。 フ レ イ レ は 銀 行 型 教 育 と 課 題 提 起 教 育 の ふ た つ の 教 育 を 提 起 し た こ と で 知

ら れ て い る 。 銀 行 型 教 育 は 支 配 的 な 構 造 を 再 生 産 す る た め の 「 支 配 の 教 育 」 で

あ り 、 課 題 提 起 教 育 は 支 配 的 な 構 造 を 変 革 す る 「 解 放 の 教 育 」 に あ た る 。 し か

し 、「 支 配 の 教 育 」に 分 類 さ れ る も う 一 つ の 教 育 が あ る 。そ れ は 学 習 者 の 主 体 性

を 無 批 判 に 尊 重 す る 放 任 主 義 の 教 育 で あ る 。 フ レ イ レ に よ れ ば 、 こ の 教 育 で は

教 育 者 ＝ フ ァ シ リ テ ー タ ー は 学 習 者 に 介 入 せ ず 、 い か な る 方 向 性 も 示 さ な い こ

 

9 6  Freire, Paulo, Letter to Cristina: Reflections on My Life and Work , Routledge, 1996, p.127. 

9 7  Fr ei re ,  Mac e do,  “A Dia lo g ue” ,  p .379 .  
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と で 、 結 局 の と こ ろ 現 存 す る 権 力 構 造 を 再 生 産 し て い る 。 そ の よ う な 意 味 で 、

放 任 主 義 の 教 育 は フ レ イ レ か ら み れ ば 銀 行 型 教 育 と 同 じ「 支 配 の 教 育 」で あ る 。  

し か し 、 フ レ イ レ の 批 判 す る 放 任 主 義 の 教 育 が 「 解 放 の 教 育 」 に 分 類 さ れ る

こ と が あ る 。 そ の よ う な 状 況 に 対 し て 、 フ レ イ レ は 自 分 の い わ ん と し て い る 教

育 と 放 任 主 義 の 教 育 は 別 物 だ と 述 べ て い る 。 と く に 、 晩 年 に な る と 、 自 ら の 教

育 思 想 を 放 任 主 義 の 教 育 と 明 確 に 区 別 す る た め に 、 両 者 の ち が い で あ る 教 育 者

の 権 威 に つ い て は っ き り と 述 べ て い る 。 こ れ は 、 フ レ イ レ の 教 育 思 想 の 誤 解 や

誤 用 に 対 す る 彼 な り の 応 答 で あ り 、晩 年 に 現 れ た 傾 向 で あ る 。一 方 で 、『 伝 達 か

対 話 か 』 や 『 被 抑 圧 者 の 教 育 学 』 の こ ろ か ら 終 始 一 貫 し て フ レ イ レ が 主 張 し た

の は 、 教 育 者 と 学 習 者 の 人 間 化 、 両 者 の 主 体 的 な 関 係 性 の 確 立 で あ る 。 フ レ イ

レ が 目 指 し た 教 育 者 と 学 習 者 の 関 係 性 と は 、 両 者 が と も に 主 体 と な る 真 に 民 主

的 な も の で あ る 。 し か し 、 両 者 は 同 一 で は な く 、 差 異 が あ る 。 教 育 者 は 抽 象 的

で 体 系 化 さ れ た 知 を も っ て い る 。 教 育 者 の 体 系 知 を 学 習 者 が 信 頼 す る こ と で 教

育 者 の 知 の 権 威 が う ま れ る 。 そ の よ う な 教 育 者 と し て の 知 の 権 威 を 放 棄 し て し

ま う こ と に 対 し て フ レ イ レ は 批 判 的 で あ っ た 。  

と は い え 、 学 習 者 は 絶 対 的 に 無 知 で 一 方 的 に 知 識 を 詰 め 込 ま れ る だ け の 存 在

で は な い 。権 威 を 著 者 性（ author-ity）と 考 え る な ら 、民 衆 も 文 化 の 書 き 手 と し

て の 権 威 （ 著 者 性 ） を も っ て い る と い え る だ ろ う 。 つ ま り 、 民 衆 の 権 威 を 認 め

る こ と は 民 衆 を 文 化 の 書 き 手 つ ま り 創 り 手 と し て と ら え 、 民 衆 の 主 体 を 尊 重 す

る こ と で も あ る 。 フ レ イ レ の い う 民 主 的 関 係 と は 教 育 者 と 学 習 者 の 相 互 主 体 的

な 関 係 で あ る 。権 威 主 義 的 な 教 育 者 の み が 主 体 に な る と い っ た 関 係 は 論 外 だ が 、

そ れ と は 逆 に フ ァ シ リ テ ー タ ー が 主 体 性 を 放 棄 す る こ と に よ っ て も 、 フ レ イ レ

の 目 指 し た 人 間 化 の 目 標 は 達 成 さ れ な い 。 学 習 者 の 主 体 性 を 無 批 判 に 尊 重 す る

そ う し た 教 授 法 も ま た 、 フ レ イ レ の 思 想 の 本 質 を と り こ ぼ し て し ま っ て い る と

私 は 考 え る 。  
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第 2 章  パ ウ ロ ・ フ レ イ レ と カ ー ル ・ ロ ジ ャ ー ズ  

 

2-1. 問 題 の 所 在  

 

「 フ ァ シ リ テ ー タ ー 」と い う 言 葉 が 日 本 の な か で 聞 か れ る よ う に な っ て 約 20

年 が 経 つ 。 以 前 は あ ま り 耳 に し な か っ た 言 葉 だ が 、 現 在 は 会 社 の 会 議 、 ま ち づ

く り や 福 祉 、教 育 の 現 場 な ど さ ま ざ ま な 分 野 で 用 い ら れ て い る 。「 フ ァ シ リ テ ー

タ ー 」 の 原 点 は 1950 年 代 の ア メ リ カ に ま で 遡 る 。 ア メ リ カ の 心 理 学 者 で あ る

カ ー ル・ロ ジ ャ ー ズ が 行 っ た 実 践 の な か で 、「 リ ー ダ ー 」と い う 用 語 の 代 わ り に

「 フ ァ シ リ テ ー タ ー 」 と い う 用 語 を 用 い た の が 、 現 在 多 く の 場 で 求 め ら れ て い

る「 フ ァ シ リ テ ー タ ー 」の 起 源 で あ る 98。そ の 際 に 、ロ ジ ャ ー ズ が 提 示 し た フ ァ

シ リ テ ー タ ー の あ り 方 や 技 術 は 今 も な お 、 フ ァ シ リ テ ー シ ョ ン の 思 想 や 実 践 の

な か に 色 濃 く 残 っ て い る 。 ま た 、 教 育 者 に 関 す る フ レ イ レ の 考 え 方 が 、 学 習 者

と 対 等 な 存 在 と し て の 「 フ ァ シ リ テ ー タ ー 」 と 結 び 付 け ら れ て き た こ と に つ い

て は 、 第 1 章 で 述 べ て き た と お り で あ る 。  

そ の よ う な 学 習 者 の 主 体 性 を 重 視 す る 教 育 と い う 文 脈 の な か で 、 ロ ジ ャ ー ズ

と フ レ イ レ の 類 似 点 や 共 通 点 を 強 調 し 、 両 者 を 同 様 の 思 想 的 系 譜 に 位 置 づ け よ

う と す る 試 み が み ら れ る 。 し か し な が ら 、 モ ー リ ン ・ オ ハ ラ に よ れ ば 、 フ レ イ

レ の 研 究 者 た ち は 、 フ レ イ レ の 教 育 思 想 が ロ ジ ャ ー ズ の 教 育 思 想 と は 大 き く 異

な る と し て 、そ の 比 較 を 否 定 し て い る 99。反 対 に 、ロ ジ ャ ー ズ 自 身 は 自 ら の 目 指

 
9 8  フ ァ シ リ テ ー タ ー の 起 源 に つ い て は 、 津 村 俊 充 、 石 田 裕 久 ほ か 『 フ ァ シ リ テ ー タ ー ・

ト レ ー ニ ン グ 』 ナ カ ニ シ ヤ 出 版 、 2003 年 、 堀 公 俊 『 フ ァ シ リ テ ー シ ョ ン 入 門 』 日 本 経

済 新 聞 社 、 2004 年 、 佐 々 木 英 和 「 フ ァ シ リ テ ー タ ー 概 念 に 関 す る 理 論 的 考 察 」『 宇 都 宮

大 学 教 育 学 部  教 育 実 践 総 合 セ ン タ ー 紀 要 』 第 34 号 、 2011 年 、 129- 136 頁 な ど を 参

照 の こ と 。 し か し な が ら 、 フ ァ シ リ テ ー タ ー と い う 言 葉 の 初 出 は 学 問 的 に は 明 ら か に

さ れ て い な い と い う 指 摘 も 存 在 し て い る 。（ 中 村 和 彦 「 フ ァ シ リ テ ー シ ョ ン 概 念 の 整 理

お よ び 歴 史 的 変 遷 と 今 後 の 課 題 」『 フ ァ シ リ テ ー シ ョ ン と は 何 か 』 ナ カ ニ シ ヤ 出 版 、

2021 年 、 98-99 頁 。） さ ら に 、 フ ァ シ リ テ ー シ ョ ン と い う 言 葉 の 歴 史 的 な 展 開 を 探 ろ う

と す る 文 献 の 不 足 を 指 摘 す る 声 も 存 在 す る 。（ 佐 々 木 英 和 、 同 上 、 131 頁 。） し た が っ

て 、 今 後 ま す ま す フ ァ シ リ テ ー タ ー 概 念 の 起 源 に 関 す る 研 究 が 求 め ら れ て い る と い え

よ う 。  

9 9  O ’Hara, Maureen, “Person-Centered Approach as Conscientização: The Works of Carl 

Rogers and Paulo Freire“ ,  Journal of Humanistic Psychology  , vol. 29, no. 1, 1989, p.12.  
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す 教 育 が フ レ イ レ の 思 想 に 非 常 に 近 い も の で あ る と 主 張 し 、 フ レ イ レ を 意 識 し

た 章 を 著 作 の な か で 設 け て い る 。 そ の 章 の な か で 、 ロ ジ ャ ー ズ は 「 私 は フ レ イ

レ の 基 本 的 見 解 に 同 意 す る 。 そ の 基 本 的 原 理 に つ い て は 、 わ れ わ れ 両 人 は 一 致

し て い る と 思 う が 、 私 は こ れ を す べ て の 学 習 場 面 に 拡 大 し た い と い う こ と を 、

教 育 に つ い て 述 べ た と こ ろ で 既 に 示 し て お い た 」 100と 述 べ て い る ほ ど で あ る 。

ロ ジ ャ ー ズ は 明 確 に フ レ イ レ を 意 識 し 、 自 分 自 身 の 教 育 に 関 す る 考 え と フ レ イ

レ の 教 育 思 想 が 一 致 し て い る と 考 え て い る 。 こ の こ と を 踏 ま え 、 本 章 で は ロ ジ

ャ ー ズ と フ レ イ レ の 思 想 の 類 似 点 と 相 違 点 を 検 証 す る 。 そ の 比 較 を つ う じ て 、

フ レ イ レ 思 想 の 特 徴 、 と く に 、 対 話 を も と に し た 、 し か る べ き 教 育 者 と 学 習 者

の 関 係 性 と は い か な る も の な の か を 再 確 認 し た い 。  

 

2-2. カ ー ル ・ ロ ジ ャ ー ズ と 人 間 中 心 ア プ ロ ー チ  

 

カ ー ル ・ ロ ジ ャ ー ズ は ア メ リ カ の 心 理 学 者 で あ り 、 と く に カ ウ ン セ リ ン グ の

理 論 と 実 践 で 注 目 を 集 め た 人 物 で あ る 。 彼 の 名 前 は 「 来 談 者 中 心 療 法 」 や 「 非

指 示 的 療 法 」 と い う 言 葉 と と も に 耳 に す る こ と が 多 い だ ろ う 。 ロ ジ ャ ー ズ を 代

表 と す る 心 理 学 は 、「 人 間 性 心 理 学 」101と い う 立 場 に 属 す る 。心 理 学 者 の 辰 野千

 

ロ ジ ャ ー ズ と フ レ イ レ に は 大 き な 違 い が あ る こ と を 主 張 し た も の と し て は 、 Miklos, 

Virginie Servant and Liesbeth Noordegraaf-Eelens, “ Toward Social-Transformative 

Education: an Ontological Crit ique of Self-Directed Learning “ ,  Crit ical Studies in 

Education, vol. 62, no. 2, 2019, pp.147-163.や Schugurensky,  op.cit ., pp.153-154.が あ げ

ら れ る 。ダ ニ エ ル・シ ュ グ レ ン ス キ ー は 著 作 の な か で 、ロ ジ ャ ー ズ と フ レ イ レ の 類 似 点 を

認 め つ つ 、両 者 の 大 き な 相 違 点 を 二 つ 列 挙 し て い る 。一 つ は そ れ ぞ れ の 思 想 を 生 み 出 し た

文 脈 が 異 な っ て い る こ と に よ る 、そ れ ぞ れ の 実 践 の 方 向 性 の 違 い を あ げ 、二 つ 目 は 教 育 の

ア プ ロ ー チ の 違 い 、 つ ま り 教 育 者 の も つ 指 示 性 に つ い て の 考 え 方 の 違 い に つ い て 挙 げ て

い る 。し か し 、そ れ は 相 違 点 を 列 挙 す る に と ど ま っ て い る た め 、本 論 は シ ュ グ レ ン ス キ ー

の 主 張 す る 相 違 点 と 同 様 の 部 分 に 着 目 し 、 シ ュ グ レ ン ス キ ー の 見 解 を 深 め る も の と す る 。 

1 0 0  ロ ジ ャ ー ズ 『 人 間 の 潜 在 力 』 147 頁 。  

1 0 1  人 間 性 心 理 学 と は ヒ ュ ー マ ニ ス テ ィ ッ ク 心 理 学 と も 呼 ば れ る 。そ れ は 、人 間 性 の 再 発 見

を 中 心 の 課 題 と し て お り 、辰 野 千 壽 に よ れ ば 、「 人 間 を 独 自 の 個 性 を も つ 統 一 的 な 存 在 と

み な し 、人 間 の 本 質 を 全 体 的 に と ら え よ う 」と 試 み る 立 場 で あ る と い う 。（ 辰 野 千 壽「 心

理 学 に お け る パ ラ ダ イ ム の 転 換 」『 学 術 の 動 向 』第 2 巻 、第  2 号 、1997 年 、10 頁 。）「 人

間 性 心 理 学 」 に つ い て 詳 し く は 、『 人 間 性 心 理 学 ハ ン ド ブ ッ ク 』 日 本 人 間 性 心 理 学 会 編 、

創 元 社 、 2012 年 を 参 照 の こ と 。  
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壽 に よ れ ば 、 フ ロ イ ト を 中 心 と し た 精 神 分 析 の よ う な も の で も 、 行 動 主 義 の よ

う な も の で も な い 、 第 三 の 勢 力 と し て 、 人 間 性 心 理 学 は 臨 床 心 理 学 や 教 育 心 理

学 の 領 域 で 発 展 し て い る 102。 同 じ く 心 理 学 者 の 鍋 田 恭 孝 に よ る と 、 ロ ジ ャ ー ズ

の カ ウ ン セ リ ン グ 理 論 は フ ロ イ ト に 代 表 さ れ る 精 神 分 析 な ど に 対 す る 批 判 と し

て 生 ま れ 、ア メ リ カ の 心 理 学 に こ れ ま で と は 異 な る 潮 流 を 作 っ た 103。 ロ ジ ャ ー

ズ 以 前 の 精 神 分 析 で は 、「 人 間 の 自 由 意 志 に は 悲 観 的 で あ り 、人 間 を 無 意 識 の う

ち に 操 っ て い る も の 」 104に 主 眼 が 置 か れ て き た 。 反 対 に 、 ロ ジ ャ ー ズ の 心 理 学

は 人 間 中 心 主 義 と い う 理 念 を も と に し た も の で あ り 、 そ の 理 念 は 、 人 間 に 「 主

体 性 、 自 由 性 、 自 己 選 択 性 が あ る こ と を 積 極 的 に 認 め て い こ う と す る も の 」 105

で あ っ た 。 つ ま り 、 ロ ジ ャ ー ズ に 代 表 さ れ る 人 間 中 心 の 心 理 学 は 人 間 の 主 体 性

に 対 す る 信 頼 に 基 づ い て 独 自 の 理 論 を 発 展 さ せ て き た 。  

ま た 一 方 の 行 動 主 義 と も 、 ロ ジ ャ ー ズ は 異 な る 考 え を も つ 。 そ の こ と が 顕 著

に あ ら わ れ て い る の は 、 人 間 の 理 解 に 関 す る 違 い で あ る 。 ロ ジ ャ ー ズ の カ ウ ン

セ リ ン グ 論 を 研 究 し て い る 越 野 由 香 に よ れ ば 、 心 理 学 に お け る 行 動 主 義 で は 、

人 間 の 行 為 は す べ て 環 境 に よ る も の で あ り 、 行 動 す る も の の 意 志 は 介 さ な い と

い う 考 え に も と づ く 106。 し か し 、 越 野 に よ れ ば 、 ロ ジ ャ ー ズ の 主 張 す る 人 間 中

心 主 義 に お い て は 、人 間 が 行 為 を 決 定 す る 際 に 選 択 の 余 地 が あ る こ と を 指 摘 し 、

人 間 を 理 解 す る に は 、 外 的 要 因 だ け で な く 、 内 的 な 要 因 も 考 慮 す る 必 要 が あ る

と い う 107。  

ロ ジ ャ ー ズ は そ の よ う な 人 間 の 理 解 に も と づ い た 人 間 中 心 の 見 地 が 治 療 者 と

患 者 と い う 関 係 の 既 成 概 念 を 変 え た と 主 張 し て い る 108。 ロ ジ ャ ー ズ に よ れ ば 、

「 治 療 者 は 変 化 の 「 産 婆 役 」 と な り 、 そ の 創 作 家 で は な く な っ た 。 彼 女 は 治 療

者 の 応 答 の 正 し さ と い っ た 小 さ な こ と で も 、 一 個 人 の 将 来 を 決 定 す る よ う な 大

 
1 0 2  辰 野 、 前 掲 論 文 、 10-11 頁 。  

1 0 3  鍋 田 恭 孝「 心 理 療 法 の 歴 史 」鍋 田 恭 孝 編『 心 理 療 法 を 学 ぶ［ 改 訂 版 ］』有 斐 閣 選 書 、2000

年 、 37 頁 。  

1 0 4  同 上 、 37 頁 。  

1 0 5  同 上 、 37 頁 。  

1 0 6  越 野 由 香「 C.ロ ジ ャ ー ズ  カ ウ ン セ リ ン グ 理 論 の 研 究 」『 教 育 科 学 研 究 』 第 17 号 、2000

年 、 13 頁  

1 0 7  同 上 、 13 頁 。  

1 0 8  ロ ジ ャ ー ズ 『 人 間 の 潜 在 力 』 21 頁 。  
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き な こ と で も 、 最 終 の 権 威 は ク ラ イ ア ン ト の 手 中 に お く の で あ る 」 109。 あ く ま

で も 決 め る の は ク ラ イ ア ン ト 自 身 で あ り 、 そ れ を 支 援 し た り 促 進 し た り す る 存

在 と し て 治 療 者 を 位 置 付 け て い る 。  

ロ ジ ャ ー ズ は そ の よ う な 人 間 観 に も と づ い た ア プ ロ ー チ を 人 間 中 心 ア プ ロ ー

チ（ Person centered approach）と 名 付 け 、発 展 さ せ た 。そ れ は 、個 人 は 自 分 で

自 分 自 身 を 変 化 、 成 長 さ せ て い く こ と が で き る 可 能 性 を も っ て い る と い う 前 提

に 立 つ 。 人 間 の 変 化 や 成 長 は 、 親 子 関 係 、 教 師 と 学 習 者 の 関 係 、 カ ウ ン セ ラ ー

と ク ラ イ ア ン ト の 関 係 な ど に お け る 成 長 を 促 進 さ せ る 雰 囲 気 に 身 を 置 く こ と で

現 れ る 110。 ロ ジ ャ ー ズ は 人 間 中 心 の ア プ ロ ー チ を 使 っ て 、 エ ン カ ウ ン タ ー ・ グ

ル ー プ と い う 集 中 的 な グ ル ー プ 体 験 を 実 践 し 、 広 め た 。 エ ン カ ウ ン タ ー ・ グ ル

ー プ と は 「 経 験 の 過 程 を 通 し て 、 個 人 の 成 長 、 個 人 間 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン お

よ び 対 人 関 係 の 発 展 と 改 善 の 促 進 を 強 調 す る 」 111も の で あ る 。 つ ま り 、 グ ル ー

プ の な か で 起 こ る さ ま ざ ま な 経 験 を つ う じ て 、 個 人 の あ り 方 や 他 者 と の コ ミ ュ

ニ ケ ー シ ョ ン の 取 り 方 を 学 び 、 個 人 の 成 長 や 対 人 関 係 の 改 善 を 行 う 実 践 の こ と

で あ る 。  

ロ ジ ャ ー ズ は 、1970 年 代 に エ ン カ ウ ン タ ー・グ ル ー プ が 急 速 に 普 及 し た 要 因

に つ い て 、 二 つ あ げ て い る 。 一 つ は 、 ア メ リ カ の 人 々 が 心 理 的 欲 求 に 注 意 を 払

え る ほ ど に 裕 福 に な っ た こ と に あ る と い う 112。 と い う の は 、 貧 困 地 帯 で は 、 エ

ン カ ウ ン タ ー ・ グ ル ー プ へ の 関 心 が 強 く な い こ と を ロ ジ ャ ー ズ は 経 験 を と お し

て 感 じ た と い う 。 貧 困 地 帯 で は ま ず 生 活 し て い け る か ど う か と い う こ と の ほ う

が 大 き な 課 題 で あ る た め 、 エ ン カ ウ ン タ ー ・ グ ル ー プ で 求 め ら れ る よ う な 心 理

的 な 欲 求 は 起 こ り づ ら い 。 一 方 で 、 エ ン カ ウ ン タ ー ・ グ ル ー プ で 体 験 さ れ る よ

う な 心 理 的 欲 求 が 生 じ や す い 比 較 的 に 裕 福 な 家 庭 が 増 え た こ と で 、 エ ン カ ウ ン

タ ー ・ グ ル ー プ が 普 及 し て い っ た と 、 ロ ジ ャ ー ズ は 考 察 し て い る 。  

も う 一 つ は ア メ リ カ の 文 化 の 非 人 間 化 が あ げ ら れ る 。 非 人 間 化 の 過 程 で は 、

 
1 0 9  同 上 、 21 頁 。  

1 1 0  カ ー ル ・ ロ ジ ャ ー ズ『 人 間 尊 重 の 心 理 学（ 新 版 ）』（ 畠 瀬 直 子 訳 ）創 元 社 、2007 年 、102

頁 。  

1 1 1  カ ー ル・ロ ジ ャ ー ズ『 エ ン カ ウ ン タ ー・グ ル ー プ 』（ 畠 瀬 稔 、畠 瀬 直 子 訳 ）創 元 社 、1979

年 、 7 頁 。  

1 1 2  同 上 、 15 頁 。  
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人 間 は 機 械 あ る い は モ ノ の よ う に 扱 わ れ 、 ほ か の 人 と 代 替 可 能 な 存 在 と し て み

な さ れ る 。 ロ ジ ャ ー ズ は こ の 時 代 の 科 学 技 術 や 工 業 技 術 の 発 展 と そ れ に 伴 う 人

間 疎 外 を 問 題 視 し て い た 。 企 業 、 政 府 、 教 育 、 医 学 に コ ン ピ ュ ー タ ー が 導 入 さ

れ て い く こ と で 、「 ま っ た く 配 慮 の な い 機 械 と 官 僚 に 処 理 さ れ 、機 械 的 に フ ァ イ

ル さ れ 、 刺 激 に 反 応 す る 対 象 と し て 、 自 分 自 身 を 脱 個 性 的 な イ メ ー ジ で み る こ

と を 強 制 さ れ 続 け る 」 113と ロ ジ ャ ー ズ は 危 機 感 を あ ら わ に し て い る 。 科 学 技 術

や 工 業 技 術 の 発 展 に よ り 、 人 間 が あ た か も モ ノ の よ う に 扱 わ れ 、 人 間 ら し さ を

失 っ て い る 状 況 だ か ら こ そ 、 人 び と は 「 親 密 で 真 実 な 関 係 へ の 飢 餓 」 114の 状 態

に 陥 っ て い た と ロ ジ ャ ー ズ は い う 。 真 の 意 味 で の 親 密 な 関 係 に お い て は 、 自 分

も 他 者 も 感 情 を 抑 え る こ と な く 自 由 に 表 現 し た り 、 他 者 と 感 情 を 共 有 し 合 っ た

り 、 し た い と 思 っ た こ と を 試 み た り す る こ と が で き る 。 そ の よ う な 場 を 見 出 し

た い 人 び と に よ っ て 、 エ ン カ ウ ン タ ー ・ グ ル ー プ は 求 め ら れ た 。  

エ ン カ ウ ン タ ー・グ ル ー プ が 広 ま っ て い く こ と で 、「 個 人 が 自 分 を 個 性 の あ る

か け が え の な い 個 人 と し て 経 験 し 、 そ れ ぞ れ に 個 性 の あ る 人 び と か ら 深 い 思 い

や り を 経 験 す れ ば す る ほ ど 、 現 在 の 人 間 疎 外 の 勢 力 を 人 間 尊 重 へ と 向 け て 行 く

方 法 を 見 出 し て 行 く 」 115と ロ ジ ャ ー ズ は 考 え て い た 。 つ ま り 、 現 代 の 人 間 の 非

人 間 化 や 機 械 化 に 対 抗 す る エ ン カ ウ ン タ ー ・ グ ル ー プ の な か で 、 ひ と り ひ と り

が か け が え の な い 存 在 で あ る こ と を 自 覚 し 、 そ れ を 周 り か ら も 認 め ら れ る 経 験

を す る こ と で 、 人 間 を モ ノ と し て で は な く 、 人 間 と し て 尊 重 で き る と ロ ジ ャ ー

ズ は 考 え て い た の だ 。  

 

2-2-1. ロ ジ ャ ー ズ の 社 会 変 革 の 思 想  

 

ロ ジ ャ ー ズ は エ ン カ ウ ン タ ー ・ グ ル ー プ の 実 践 を は じ め と し た 人 間 中 心 の ア

プ ロ ー チ の 試 み を 、「 静 か な 革 命 」と 呼 び 、た ん な る 心 理 療 法 で は な く 、社 会 を

変 え る 実 践 と し て 捉 え て い た 。 で は 、 ロ ジ ャ ー ズ は 社 会 が ど の よ う に 変 革 さ れ

る と 考 え て い た の か 。ロ ジ ャ ー ズ に よ れ ば 、「 す べ て の 社 会 変 革 は 、世 界 観 の 変

 
1 1 3  同 上 、 227 頁 。  

1 1 4  同 上 、 16 頁 。  

1 1 5  同 上 、 227 頁 。  
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化 あ る い は 知 覚 の 変 化 に よ っ て 、 ま た 時 に は そ の 両 者 の 変 化 に よ っ て 生 じ て く

る 。 そ し て 、 そ う い う 視 点 は そ の 時 代 の 総 体 的 な 常 識 に 照 ら す 時 、 馬 鹿 げ た 無

意 味 な 、 時 に は 邪 悪 な も の に 感 じ さ え す る 」 116。 つ ま り 、 自 分 た ち の 物 事 の 見

え 方 や 感 じ 方 が 変 わ る こ と で 、 世 界 が 大 き く 変 化 す る と い う こ と で あ る 。 社 会

の 変 革 を も た ら す ほ ど の 世 界 観 は 同 時 代 の 社 会 一 般 の 常 識 と は か け 離 れ て い る

た め 、 そ の よ う な 世 界 観 が す ぐ に 社 会 か ら 受 け 入 れ ら れ な い こ と が 往 々 に し て

あ る と い う 。 し か し な が ら 、 彼 は 人 間 中 心 の ア プ ロ ー チ に も と づ い た 生 き 方 や

人 間 関 係 の 築 き 方 を し よ う と す る 人 び と に 、静 か な る 革 命 の 光 を 見 出 し て い る 。

そ れ は 「 私 自 身 は そ の 立 場 〔 人 間 中 心 の ア プ ロ ー チ 〕 に あ ま り に 近 い と こ ろ に

い る の で 、 そ れ が 〔 社 会 を 変 革 す る 力 が 〕 微 力 な も の か 、 も っ と 大 き い 力 を 持

つ も の か を 判 断 で き な い が 、そ れ が 根 本 か ら の 変 革 で あ る こ と は 確 か だ と 思 う 」

117と い う 言 葉 か ら も 読 み 取 れ る 。  

ま た 、 ロ ジ ャ ー ズ は 自 ら の 著 作 の な か で 、 と く に 晩 年 「 政 治 」 と い う 言 葉 を

用 い る よ う に な る 。ロ ジ ャ ー ズ に と っ て 政 治 と は 、権 力 と 支 配 に 関 係 し て お り 、

「 他 人 ま た は 自 分 自 身 の 思 考 ・ 感 情 ・ 行 動 を 、 意 識 的 に せ よ 無 意 識 的 に せ よ 、

誰 が 規 制 し た り 、 支 配 す る か 」 118に 関 わ っ て い る 。 つ ま り そ れ は 、 個 人 間 や 個

人 と 集 団 の 間 、 集 団 間 の 関 係 に 存 在 す る 、 権 力 、 支 配 、 決 定 権 を 獲 得 し た り 、

放 棄 し た り す る 相 互 的 な プ ロ セ ス の こ と を 指 し て い る 119。 ロ ジ ャ ー ズ は 晩 年 に

な る ま で 人 間 中 心 の ア プ ロ ー チ が 「 個 人 」 に ど の よ う に 影 響 を 与 え る の か と い

う こ と に 関 心 を 向 け て い た た め 、「 対 人 関 係 」へ の 影 響 は 考 え て こ な か っ た と い

う 120。 し か し 、ロ ジ ャ ー ズ は 自 ら の ア プ ロ ー チ が た ん に 個 人 に 対 し て だ け で は

な く 、 親 子 関 係 、 夫 婦 、 カ ウ ン セ ラ ー と ク ラ イ エ ン ト と い っ た よ う な 、 あ ら ゆ

る 対 人 関 係 に 適 応 で き る と い う 仮 説 を 立 て た 。 さ ら に い え ば 、 そ れ は 支 配 的 な

権 力 関 係 に お い て も 有 効 だ と 考 え た の だ 121。  

ロ ジ ャ ー ズ は こ れ ま で の 「 わ れ わ れ の 教 育 シ ス テ ム 、 企 業 や 軍 の 組 織 、 そ の

 
1 1 6  ロ ジ ャ ー ズ 『 人 間 の 潜 在 力 』 358 頁 。  

1 1 7  同 上 、 359 頁 -360 頁 。  

1 1 8  同 上 、 6 頁 。  

1 1 9  同 上 、 6 頁 -7 頁 。  

1 2 0  同 上 、 7 頁 。  

1 2 1  ロ ジ ャ ー ズ 『 人 間 尊 重 の 心 理 学 （ 新 版 ）』 40 頁 。  
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他 多 く の 文 化 的 勢 力 が 個 人 の 性 質 に 関 し て 、個 人 は 信 頼 で き な い―指 導 さ れ 、

教 え ら れ 、 賞 と 罰 を 与 え ら れ 、 賢 明 で 地 位 の 高 い 人 に 統 制 さ れ な け れ ば な ら な

い―と い う 見 解 を と っ て い る 」 122と い う 。 反 対 に 、 ロ ジ ャ ー ズ の 考 え る 人 間

中 心 の ア プ ロ ー チ は 、 人 間 は 自 ら 成 長 で き る 可 能 性 を 秘 め て お り 、 そ の 可 能 性

を 信 頼 す る と い う 前 提 に も と づ い て い る 。 し た が っ て ロ ジ ャ ー ズ は 、 人 間 が 自

律 的 に 生 き る こ と が で き る よ う に 、 個 人 の 可 能 性 や 能 力 が 解 放 さ れ る こ と を 求

め て い る 123。 ロ ジ ャ ー ズ は 、 自 分 で 自 分 を コ ン ト ロ ー ル す る こ と 、 つ ま り 自 律

的 で か つ 自 由 な 人 間 に な る こ と が 好 ま し い と 考 え た 。 ク ラ イ エ ン ト が 自 分 自 身

の 感 情 に 気 づ き 、 受 容 す る こ と で 、 こ れ ま で 知 ら ず に 受 け 入 れ て き た 他 者 の コ

ン ト ロ ー ル か ら 解 放 さ れ 、 自 分 自 身 の 真 の 感 情 や 意 志 に 従 っ て 行 動 す る こ と が

可 能 に な る 。 自 分 で 自 分 を コ ン ト ロ ー ル で き る と い う こ と は 、 自 分 自 身 で 生 を

営 む こ と 、 つ ま り 自 律 を す る こ と が で き る と い う こ と で あ る 124。  

ロ ジ ャ ー ズ 研 究 者 で あ る 畠 瀬 稔 は 「 伝 統 と 常 識 の 名 に お い て 支 配 と 統 制 を 日

常 化 し て き た 現 代 社 会 の 対 人 関 係 の あ り 方 か ら 、 個 人 の 潜 在 力 を 解 放 し 、 自 己

実 現 を 助 け 、 パ ワ ー の 共 有 を 可 能 に す る 社 会 へ の 志 向 が 提 起 さ れ て い る の で あ

る 」 125と い う 。 畠 瀬 も 述 べ て い た よ う に 、 ロ ジ ャ ー ズ は だ れ か の 支 配 を 求 め た

り 、 だ れ か を 支 配 し た り す る よ う な 関 係 で は な く 、 人 間 ひ と り ひ と り が 自 ら を

律 し 、 他 者 と パ ワ ー を 共 有 で き る よ う な 関 係 性 を 人 間 中 心 の ア プ ロ ー チ の 実 践

に よ っ て 目 指 し て い た と 言 え よ う 。 そ の よ う な 意 味 で ロ ジ ャ ー ズ は 社 会 を 変 え

る 実 践 を 行 っ て き た 心 理 学 者 で あ る 。  

 

2-2-2. 学 習 を 促 進 す る こ と―ロ ジ ャ ー ズ の 教 育 に 対 す る 考 え―  

 

ロ ジ ャ ー ズ の な か で 、 人 間 中 心 の ア プ ロ ー チ が 教 育 に も 適 用 さ れ る の で は な

い か と い う 一 つ の 問 い が 生 ま れ た 126。こ れ ま で は 心 理 療 法 で 使 わ れ て き た ク ラ

 
1 2 2  ロ ジ ャ ー ズ 『 人 間 の 潜 在 力 』 11 頁 。  

1 2 3  同 上 、 12 頁 。  

1 2 4  同 上 、 16-17 頁 。  

1 2 5  ロ ジ ャ ー ズ 『 人 間 の 潜 在 力 』 367 頁 、 訳 者 あ と が き 部 分 引 用 。  

1 2 6  カ ー ル・ロ ジ ャ ー ズ『 カ ウ ン セ リ ン グ と 教 育 』（ 畠 瀬 稔 編 訳 ）岩 崎 学 術 出 版 社 、1967 年 、

67 頁 。  
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イ エ ン ト 中 心 の ア プ ロ ー チ を 学 習 者 中 心 の ア プ ロ ー チ と し て 教 育 に 応 用 で き る

と 考 え た の だ 。  

ロ ジ ャ ー ズ は 教 育 を 二 つ の ア プ ロ ー チ に 分 け て い る 。彼 は 教 育 の「 伝 統 的 形

態 」 を 批 判 し 、 そ の 反 対 に 「 人 間 中 心 の ア プ ロ ー チ 」 を 目 指 そ う と し た 127。 教

育 の 「 伝 統 的 形 態 」 の 特 徴 を ロ ジ ャ ー ズ は 八 つ 挙 げ て い る 128。（ 1） 教 師 は 知 識

の 所 有 者 で あ り 、 生 徒 は そ れ を 受 け 取 る 存 在 で あ る 。（ 2） 教 育 の 伝 統 的 形 態 に

お い て は 知 識 の 伝 達 が 目 的 で あ り 、 そ の 評 価 は 試 験 で 試 さ れ る 。（ 3） 教 師 が 権

力 を も ち 、 生 徒 は そ れ に 服 従 す る こ と 、 つ ま り 支 配 は 上 か ら 下 に 行 使 さ れ る 。

（ 4）権 威 者 に よ っ て 定 め ら れ た 規 則 が 教 室 に お け る 規 則 に な る 。（ 5）教 師 と 生

徒 の 間 の 信 頼 関 係 が 見 ら れ な い 。（ 6） 生 徒 を 恐 怖 に よ っ て 管 理 す る 。（ 7） 民 主

主 義 の 価 値 を 主 張 す る 一 方 で 、学 校 生 活 の な か で は 真 逆 の こ と が 行 わ れ る 。（ 8）

そ の よ う な 教 育 に お い て は 、 全 人 的 教 育 で は な く 、 ひ た す ら に 知 識 ば か り が 重

視 さ れ る 。 こ れ ら の 多 く は フ レ イ レ の 批 判 す る 銀 行 型 教 育 と ほ ぼ 同 様 の 批 判 で

あ る 。 い わ ゆ る 詰 め 込 み 教 育 に 対 す る も の だ 。  

そ の 対 極 に 位 置 す る と い う 「 人 間 中 心 の ア プ ロ ー チ 」 も 同 様 に 九 つ の 特 徴 が

あ る と い う 129。（ 1）ま ず 前 提 条 件 と し て 、 権 威 を 持 つ 人 は 、自 分 自 身 や 他 者 と

の 関 わ り が 安 定 し 、 学 習 者 へ の 自 ら 学 ぶ 可 能 性 に 基 本 的 な 信 頼 を 持 っ て い る こ

と が 求 め ら れ る 。（ 2）教 師（ 促 進 者 ）だ け で は な く 、生 徒 、親 、地 域 社 会 の 人 々

が 学 習 課 程 の 計 画 や 運 営 に 参 加 し 、 責 任 を 共 有 す る 。（ 3） 教 師 （ 促 進 者 ） が 学

習 資 料 を 用 意 す る 。（ 4） 生 徒 が 他 者 と 協 力 し つ つ 、 自 分 の 関 心 に 沿 っ て 学 習 計

画 を 立 て る 。（ 5）そ の よ う な 場 で は 、学 習 を 促 進 す る よ う な 雰 囲 気 が あ る（ 6）

学 習 内 容 は 重 要 だ が 、 そ れ 以 上 に 知 り た い こ と を 学 ぶ 方 法 を 学 ぶ こ と が で き る

こ と に 重 点 を 置 く 。（ 7） 他 者 に 強 い ら れ る 訓 練 は 必 要 な く 、 自 己 訓 練 が 求 め ら

れ る 。（ 8） 学 習 内 容 の 評 価 は 学 習 者 自 身 が お こ な う 。（ 9） こ の よ う な 状 況 で 行

わ れ る 学 習 は 伝 統 的 な 教 育 に 比 べ て 、 生 徒 た ち の 生 活 や 行 動 に 深 く 浸 透 す る 。  

人 間 中 心 の 教 育 に お い て は 、 基 本 的 な 権 力 と コ ン ト ロ ー ル す る 力 は 学 習 者 自

身 や 学 習 者 集 団 に あ る べ き だ と ロ ジ ャ ー ズ は 考 え た 。 こ の 考 え に 従 え ば 、 フ ァ

 
1 2 7  ロ ジ ャ ー ズ 『 人 間 尊 重 の 心 理 学 （ 新 版 ）』 251 頁 。  

1 2 8  同 上 、 251-253 頁 。  

1 2 9  同 上 、 255-256 頁 。  
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シ リ テ ー タ ー （ 教 師 ） は 他 者 を コ ン ト ロ ー ル し よ う と せ ず 、 自 分 を コ ン ト ロ ー

ル す る 力 の み を 保 持 す る べ き だ と 考 え ら れ る 130。 ま た 、 学 習 内 容 を 決 定 す る の

も フ ァ シ リ テ ー タ ー （ 教 師 ） と 学 習 者 に 委 ね ら れ る べ き で あ る と し て い る 131。

ロ ジ ャ ー ズ の 言 葉 を 借 り れ ば 、人 間 中 心 の 教 育 で は 、「 学 習 者 が 中 心 」132な の で

あ る 。 ロ ジ ャ ー ズ は こ れ ま で 教 師 が カ リ キ ュ ラ ム を 編 成 し 、 教 え る 内 容 を 決 め

て き た こ と を 批 判 し 、 学 習 者 が 教 師 と と も に 学 ぶ 内 容 を 決 め る べ き だ と 主 張 し

て い る 。 教 師 は 学 習 者 に 一 方 的 に 学 ぶ こ と を 指 示 す る だ け で は な く 、 学 習 者 が

自 ら 学 ぶ こ と を 支 援 す る 存 在 に な る べ き で あ る 。 そ の よ う な 学 習 者 中 心 の 教 育

思 想 を 展 開 す る ロ ジ ャ ー ズ は 教 育 の 目 標 を 変 化 と 学 習 を 促 進 す る こ と で あ る と

い う 。  

 

わ た く し の 見 解 で は 、わ た く し た ち は 、教 育 に 関 し て 、ま っ た く 新 し い 状

況 に 直 面 し て い る の で あ っ て 、 こ の 新 し い 状 況 に お け る 教 育 の 目 標 は―

も し も わ た く し た ち が 生 き 残 ろ う と す る な ら ば―変 化 と 学 習 を 促 進 す る

こ と に な る の で す 。 教 育 さ れ た と 言 え る 人 と い う の は 、 い か に 学 ぶ か を 学

ん だ 人 、い か に 変 化 し 適 応 す る か を 学 ん だ 人 、確 実 な 知 識 な ど 1 つ も な く 、

知 識 を 求 め て い る 過 程 の み が 確 実 性 の 基 礎 を 与 え る と い う こ と を 実 感 し て

い る 人 な の で す 。弾 力 的 に 変 化 で き る こ と 、つ ま り 、固 定 し た 知 識 よ り も む

し ろ 過 程 に 信 頼 を 置 く こ と が 、 現 代 の 世 界 に お け る 教 育 の 目 標 と し て 、 意

味 を な す 唯 一 の も の な の で す 133。  

 

ロ ジ ャ ー ズ は あ る 特 定 の 知 識 を 学 習 者 に 授 け る こ と は 、 変 化 し な い 環 境 に お

い て は 意 味 を 持 っ て い る が 、 現 代 の よ う に 日 々 変 化 す る 時 代 に お い て は 、 意 味

を な さ な い こ と を 指 摘 す る 。 現 代 社 会 の よ う に 将 来 が 不 確 実 で 日 々 変 化 す る 時

代 に お い て は 、 そ の よ う な 変 化 す る 状 況 に 自 分 が い か に 適 応 す る か を 学 ぶ こ と

の ほ う が 重 要 で あ る と ロ ジ ャ ー ズ は 主 張 す る 。 つ ま り 、 教 育 の 伝 統 的 形 態 は 、

 
1 3 0  同 上 、 257 頁 。  

1 3 1  同 上 、 257 頁 。  

1 3 2  同 上 、 257 頁 。  

1 3 3  カ ー ル ・ ロ ジ ャ ー ズ 『 人 間 中 心 の 教 師 』（ 伊 東 博 監 訳 ） 岩 崎 学 術 出 版 社 、 1984 年 、 5-6 

頁 。  
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知 識 を 一 方 的 に 授 け る 特 徴 が あ る が 、 現 代 社 会 は 日 々 変 化 す る た め 、 知 識 を 学

ぶ こ と そ れ 自 体 が 役 に 立 た な い も の に な っ て い る こ と を 批 判 し て い る 。 ロ ジ ャ

ー ズ に よ れ ば 、 な に を 学 ぶ か で は な く 、 ど の よ う に 学 ぶ か と い う こ と が こ れ か

ら の 教 育 で 求 め ら れ る の で あ る 。  

 

2-2-3. ロ ジ ャ ー ズ の 教 育 思 想―自 己 主 導 型 学 習 と は な に か  

 

ロ ジ ャ ー ズ の 教 育 に 対 す る 考 え 方 は 「 自 己 主 導 型 学 習 」 に 大 き な 影 響 を 与 え

た 。永 井 健 夫 に よ れ ば 、「 自 己 主 導 型 学 習 」と は 、学 習 者 が 自 主 的 あ る い は 能 動

的 に 取 り 組 む 学 習 の こ と で あ り 、 従 来 の 学 校 教 育 と は 異 な る 成 人 期 に ふ さ わ し

い 学 習 ス タ イ ル と し て 提 起 さ れ た 134。そ の よ う な 成 人 期 の 学 習 に 関 す る 研 究 の

代 表 人 物 の ひ と り に ア メ リ カ の 成 人 教 育 の 研 究 者 で あ る マ ル カ ム ・ ノ ー ル ズ が

挙 げ ら れ る 。 さ ら に 、「『 自 己 主 導 型 学 習 』 と い う 言 葉 は マ ル カ ム ・ ノ ー ル ズ に

よ っ て 有 名 に な っ た が 、彼 の 思 想 は 、1940 年 代 に 開 始 さ れ た シ カ ゴ 大 学 の カ ー

ル ・ ロ ジ ャ ー ズ と そ の 同 僚 た ち の 人 間 性 心 理 学 に ま で 遡 る こ と が で き る 」 135。

実 際 ノ ー ル ズ は 自 ら の 著 書 の な か に 、ロ ジ ャ ー ズ の 思 想 を 引 用 し て い る よ う に 、

自 己 主 導 型 学 習 の 思 想 に は ロ ジ ャ ー ズ の 影 響 が あ る と 言 え よ う 。 自 己 主 導 型 学

習 の 根 本 に は 、 人 間 は 生 ま れ な が ら に し て 善 で あ る と い う 認 識 が あ る 。 そ の た

め 、 心 理 的 な 安 全 性 に 満 ち た 教 室 の な か で 、 肯 定 的 な 配 慮 に も と づ い て 、 生 徒

と オ ー プ ン で 信 頼 関 係 を 築 く こ と で 、 生 徒 た ち は 自 ら 積 極 的 に 学 ぶ こ と が で き

る と 考 え ら れ て い る 136。 自 己 主 導 型 学 習 は 完 全 に 生 徒 が 主 体 の プ ロ セ ス で あ る

と い う 137。  

ロ ジ ャ ー ズ 自 身 も 意 義 の あ る 学 習 は 「 自 己 主 導 的 」 で あ る と 述 べ て い る 138。

さ ら に 、ロ ジ ャ ー ズ は 教 え る と い う 行 為 に 否 定 的 な 反 応 を 示 し て お り 、「 わ れ わ

 
1 3 4  永 井 健 夫「 自 己 主 導 的 学 習 論 と 生 涯 学 習 」香 川 正 弘 、鈴 木 眞 理 、永 井 健 夫 編『 よ く わ か

る 生 涯 学 習［ 改 訂 版 ］』ミ ネ ル ヴ ァ 書 房 、2016 年 、40 頁 。「 自 己 主 導 型 学 習 」の な か に は 、

自 己 変 革 の み な ら ず 、社 会 の 構 造 を 変 革 す る 力 に 着 目 し た も の も 存 在 す る 。（ 同 書 、41 頁 。） 

1 3 5  Miklos, Eelens, op.cit .,  p.149.  

1 3 6  Ibid., pp.151-152.  

1 3 7  Ibid., pp.152.  

1 3 8  カ ー ル・ロ ジ ャ ー ズ『 創 造 へ の 教 育（ 上 ）』（ 伊 東 博 ほ か 訳 ）岩 崎 学 術 出 版 社 、1976 年 、

4 頁 。  
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れ は 、 他 人 を 直 接 的 に 教 授 す る こ と は で き な い 。 わ れ わ れ は た だ 、 他 人 の 学 習

が 容 易 に 展 開 す る よ う に す る こ と が で き る だ け で あ る 」 139と 述 べ て い る 。ロ ジ

ャ ー ズ は 教 え る こ と そ の も の が 過 大 評 価 さ れ て い る だ け で な く 、 教 え る と い う

こ と が あ ら ゆ る 間 違 っ た 問 題 を 引 き 起 こ す 、 と も 述 べ て い る 140。 つ ま り 、 こ れ

ま で の 教 育 が つ ね に 教 え る こ と ば か り に 目 を 向 け 、 学 ぶ こ と に 重 き を 置 い て こ

な か っ た こ と を ロ ジ ャ ー ズ は 鋭 く 批 判 す る 141。 教 育 に と っ て 大 事 な の は 、教 え

る こ と で は な く 、 学 ぶ こ と を 促 進 す る こ と で あ る 、 と い う の が ロ ジ ャ ー ズ の 教

育 に 関 す る 基 本 的 な 考 え 方 で あ る 。 そ の た め に は 、 知 識 を 教 え 授 け る 教 師 で は

な く 、 学 習 を 促 進 す る フ ァ シ リ テ ー タ ー の 存 在 が 必 要 で あ る と い う 。 さ ら に 言

え ば 、 促 進 者 で あ る 教 師 と 学 習 者 の 関 係 性 の 如 何 に よ っ て 、 そ の 学 習 が 深 く 意

味 の あ る 学 習 に な る か 否 か が 決 ま る 142。  

 

2-2-4. ロ ジ ャ ー ズ の 考 え る フ ァ シ リ テ ー タ ー の 特 性  

 

ロ ジ ャ ー ズ は 知 識 を 教 え 授 け る 教 師 で は な く 、 学 習 を 促 進 す る フ ァ シ リ テ ー

タ ー が 教 育 に は 必 要 で あ る と 主 張 す る 。 学 習 を 促 進 す る フ ァ シ リ テ ー タ ー の 特

質 や 態 度 に つ い て ロ ジ ャ ー ズ は お も に 三 つ 述 べ て い る 。  

一 つ 目 は 、真 実 性 あ る い は 純 粋 性 で あ る 。「 促 進 者 は 、表 面 を 装 っ た り 仮 面 を

か ぶ っ た り す る こ と な く 学 習 者 と の 関 係 に 入 っ て ゆ く 、 現 に あ る が ま ま の 真 実

な 人 間 で あ る 時 」 143学 習 の 促 進 は 非 常 に 効 果 的 に な る と い う 。 つ ま り 、 フ ァ シ

リ テ ー タ ー 自 身 が あ る が ま ま の 状 態 で 、 教 師 と い う 仮 面 あ る い は 役 割 を 取 り 払

い 、一 人 の 人 間 と し て 学 習 者 と 関 わ る こ と に 重 き を 置 く 。ロ ジ ャ ー ズ に よ れ ば 、

一 人 の 人 間 と し て 接 す る こ と で 、 フ ァ シ リ テ ー タ ー は 学 習 者 に 対 す る 感 情 を 自

分 と し て そ の ま ま 受 け 入 れ 、 表 現 す る こ と が で き る 。 す る と 、 自 分 の 感 情 を 生

 
1 3 9  ロ ジ ャ ー ズ 『 カ ウ ン セ リ ン グ と 教 育 』  73 頁 。  

1 4 0  ロ ジ ャ ー ズ 『 創 造 へ の 教 育 （ 上 ）』 135-136 頁 。  

1 4 1  も ち ろ ん こ の 考 え は 教 育 に 関 す る 新 し い 見 解 を 示 す も の で は な く 、ジ ョ ン・デ ュ ー イ や

ウ ィ リ ア ム ・ キ ル パ ト リ ッ ク と い っ た そ の ほ か の 多 く の 教 育 者 が 発 見 し て き た 原 理 で あ

り 、そ れ を 再 発 見 す る こ と で あ る と ロ ジ ャ ー ズ は 述 べ て い る 。（ ロ ジ ャ ー ズ『 カ ウ ン セ リ

ン グ と 教 育 』 70 頁 。）  

1 4 2  ロ ジ ャ ー ズ 『 人 間 中 心 の 教 師 』 7 頁 。  

1 4 3  同 上 、 8 頁 。  
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徒 た ち に 押 し 付 け る 必 要 が な く な る 。  

二 つ 目 は 、 尊 重 と 受 容 と 信 頼 で あ る 。 そ れ は 学 習 者 の 気 持 ち や 人 間 性 を 尊 重

す る こ と で あ り 、言 い 換 え る と 、「 相 手 の 人 を 、そ の 人 自 身 の 権 利 で あ る 価 値 を

持 っ て い る 独 立 し た 1 人 の 人 間 と し て 、 受 容 す る こ と 」 144で あ る 。 つ ま り 、 学

習 者 を コ ン ト ロ ー ル す る 対 象 と み な す の で は な く 、 自 律 し た 個 人 と し て 尊 重 す

る こ と が フ ァ シ リ テ ー タ ー に は 求 め ら れ る 。 そ の よ う な 態 度 を 持 つ フ ァ シ リ テ

ー タ ー は 、 生 徒 の 肯 定 的 な 感 情 を 受 け 入 れ ら れ る の と 同 時 に 、 否 定 的 な 感 情 を

も 受 け 入 れ る こ と が で き る 。そ れ は ロ ジ ャ ー ズ に よ れ ば 、「 多 く の 感 情・多 く の

可 能 性 を 持 っ て い る 不 完 全 な 人 間 と し て 、 学 習 者 を 大 切 に す る 」 145と い う こ と

で あ る 。 学 習 者 を さ ま ざ ま な 感 情 を 持 つ 一 人 の 人 間 と し て 尊 重 し 、 受 け 入 れ る

こ と が 重 要 で あ り 、 そ れ も 学 び を 促 進 す る フ ァ シ リ テ ー タ ー に 求 め ら れ る 態 度

の 一 つ で あ る 。  

三 つ 目 に 重 要 な の は 、 共 感 的 理 解 で あ る 。 こ れ は 「 生 徒 の 反 応 を 内 面 か ら 理

解 す る 力 を も ち 、 教 育 と 学 習 の プ ロ セ ス が 生 徒 に ど の よ う に 見 え て い る の か を

敏 感 に 察 知 す る 」 146と い う こ と で あ る 。 共 感 的 理 解 と は 、 そ の 学 習 者 の 行 為 を

評 価 し た り 、 判 断 し た り す る よ う な 評 価 的 な 理 解 と は 異 な る 。 ロ ジ ャ ー ズ に よ

れ ば 、 生 徒 の さ ま ざ ま な 反 応 を 受 容 し 、 共 感 す る こ と で 、 意 味 の あ る 理 解 を も

た ら す こ と が で き る と い う 。  

こ れ ら の 三 つ の 態 度 は 「 人 間 の 有 機 体 と そ の 可 能 性 に 深 い 信 頼 を 寄 せ る 」 147

こ と を 前 提 と し て い る 。 も し も 、 教 師 が 人 間 を 信 じ ら れ な い と す る な ら 、 誤 っ

た 道 に 進 ま な い よ う に 、 頭 に た く さ ん の 知 識 を 詰 め 込 む に 違 い な い 、 と ロ ジ ャ

ー ズ は い う 。そ の 反 対 に 、「 自 分 自 身 の 可 能 性 を 発 展 さ せ る 個 々 人 の 能 力 を 信 頼

す る な ら ば 、 そ の 人 に 多 く の 機 会 を 用 意 し て あ げ ら れ る だ ろ う し 、 ま た 、 学 習

す る 場 合 に そ の 人 が 、 そ の 人 自 身 の や り 方 や そ の 人 自 身 の 方 向 を 選 ぶ ま ま に し

て お け る の で す 」 148と 述 べ て い る 。 つ ま り 、 ロ ジ ャ ー ズ か ら み れ ば 、 学 習 者 の

 
1 4 4  ロ ジ ャ ー ズ 『 人 間 中 心 の 教 師 』 13 頁 。  

1 4 5  同 上 、 13 頁 。  

1 4 6  カ ー ル ・ ロ ジ ャ ー ズ 『 学 習 す る 自 由 』（ 畠 瀬 稔 、 村 田 進 訳 ） コ ス モ ス ・ ラ イ ブ ラ リ ー 、

2006 年 、 223 頁 。  

1 4 7  ロ ジ ャ ー ズ 『 人 間 中 心 の 教 師 』 20 頁 。  

1 4 8  同 上 、 20 頁 。  
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自 ら 成 長 し て い く 力 を 信 用 で き な い 教 師 が 学 習 者 の 頭 に 知 識 を 詰 め 込 ん で し ま

っ て い る の だ 。 人 間 は 自 分 自 身 の 可 能 性 を 発 展 さ せ る こ と が で き る と い う 信 頼

が あ れ ば 、 学 習 者 が 選 ん だ 道 や 方 向 性 を 尊 重 で き る と い う の が ロ ジ ャ ー ズ の 主

張 で あ る 。  

フ ァ シ リ テ ー タ ー と し て の 教 師 は 、 学 習 者 に 対 し 、 何 を 学 び た い の か 、 何 に

関 心 が あ る の か を 問 う こ と が 求 め ら れ る 。 ま た 、 そ の よ う な 関 心 が 自 然 と 現 れ

る よ う な 雰 囲 気 を つ く る こ と も 重 要 な 役 割 で あ る 。 よ い 教 師 は 、 学 習 の あ ら ゆ

る 資 源 を 提 供 す る こ と に 多 く の 時 間 を 費 や す こ と が 重 要 で あ る と ロ ジ ャ ー ズ は

述 べ て い る 149。  

 

2-2. 学 習 者 と 教 育 者 の 関 係 ― ロ ジ ャ ー ズ と ブ ー バ ー と の 対 話 を も と に

―  

 

前 節 で 述 べ た よ う に 、 ロ ジ ャ ー ズ に と っ て 、 教 師 は あ く ま で も 学 習 を 促 進 す

る フ ァ シ リ テ ー タ ー で あ り 、 教 師 の 仮 面 を 取 り 去 っ て 、 ひ と り の 人 間 と し て 学

習 者 と 向 き 合 う べ き 存 在 で あ る 。 カ ウ ン セ ラ ー と ク ラ イ エ ン ト が ひ と り の 人 間

と し て 対 等 で あ る べ き だ と す る 考 え は 、 ロ ジ ャ ー ズ の 治 療 理 論 ・ 教 育 理 論 に お

け る 中 核 を な す も の で あ る と 越 野 は 指 摘 し て い る 150。  

し か し 、 こ の よ う な ロ ジ ャ ー ズ の 考 え は 哲 学 者 で あ る マ ル テ ィ ン ・ ブ ー バ ー

に よ っ て 批 判 さ れ て い る 。 ロ ジ ャ ー ズ と の 対 談 の 際 に 、 ブ ー バ ー は 、 ク ラ イ ア

ン ト と カ ウ ン セ ラ ー の 関 係 に つ い て 「 あ な た は ク ラ イ エ ン ト と は 違 っ た 態 度 を

そ の 状 況 の な か で 取 る 必 要 が あ る 。 あ な た は ク ラ イ エ ン ト に は で き な い よ う な

こ と を す る こ と が で き る 。あ な た た ち は 対 等 で は な い し 、対 等 で は あ り え な い 」

151と 批 判 し た 。  

 
1 4 9  ロ ジ ャ ー ズ 『 学 習 す る 自 由 』 250-253 頁 。  

1 5 0  越 野 、 前 掲 論 文 、 19 頁 。  

1 5 1  吉 田 敦 彦「 ロ ジ ャ ー ズ に 対 す る ブ ー バ ー の 異 議 ―援 助 的 関 係 に お け る「 対 等 性 」と「 受

容 」 の 問 題 を め ぐ っ て ―」『 教 育 哲 学 研 究 』 第 62 号 、 1990 年 、 34 頁 。（ Buber, Martin 

and Carl Rogers ”Dialogue between Martin Buber＆ Carl Rogers”,  Psychologia , vol.  III,  

no. 4, 1960, p.212.を 吉 田 が 翻 訳 し た 箇 所 を 引 用 。）  

ま た 、 ほ か の ブ ー バ ー と ロ ジ ャ ー ズ の 差 異 に 関 す る 研 究 は 、 以 下 の よ う な も の が あ る 。  
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ブ ー バ ー に と っ て 、教 育 関 係 と は 、「 純 然 た る 対 話 的 関 係 」152で あ る 。そ し て 、

そ の 教 育 的 関 係 に は 、「 距 離 」が 求 め ら れ る 。距 離 を 保 つ と い う こ と は 、自 己 と

他 者 が 明 確 に 区 別 さ れ て い な け れ ば い け な い 。 両 者 が ピ ッ タ リ と 密 着 し 、 自 己

と 他 者 の 区 別 を 失 っ て 互 い に 飲 み 込 ま れ て い く よ う な 関 係 と は 全 く 別 物 な の で

あ る 。 ブ ー バ ー に よ れ ば 、 対 話 が 成 立 す る た め に は 、 対 話 を す る 相 手 が 自 分 と

は 本 質 的 に 異 な っ て い る と い う こ と を 認 め な け れ ば な ら な い 153。 相 手 の 他 者 性

を 認 め る こ と で し か 対 話 が で き な い の だ と し た ら 、 相 手 に 埋 没 し 、 他 者 と 自 己

の 区 別 を な く し た 関 係 で は 対 話 は 不 可 能 で あ る 。 さ ら に 、 ブ ー バ ー の 対 話 論 を

研 究 し て い る 吉 田 敦 彦 は 、 ロ ジ ャ ー ズ の 主 張 す る 対 等 性 に つ い て 「 援 助 者 と 被

援 助 者 と が 相 互 に 対 等 で あ る と い う 認 識 が 無 条 件 に 主 張 さ れ 、 一 面 的 に 理 解 さ

れ る こ と に よ っ て 、 他 者 の 援 助 に 携 わ る 者 が 自 ら に 課 す べ き 責 任 や 、 彼 に 必 要

と さ れ る 優 位 性 ・ 指 導 性 の 内 実 が 、 不 問 に 付 さ れ る こ と を ［ ブ ー バ ー は ］ 危 惧

し た の で あ る 」 154と 述 べ て い る 。  

ま た 、 援 助 者 に は 、 被 援 助 者 の 自 立 を 促 す 重 要 な 役 割 が あ る か ら こ そ 、 相 手

と の 関 係 に 埋 没 し た り 、 依 存 し た り し な い た め に 自 立 し て い る こ と が 求 め ら れ

る 。 だ か ら こ そ 、 両 者 は 対 等 に は な り え な い こ と を 吉 田 は 指 摘 し て い る 155。 つ

ま り 、 教 師 と 学 習 者 が ど れ だ け 対 等 で あ る と 主 張 し て も 、 ブ ー バ ー に よ れ ば 、

学 習 者 が で き な い こ と を 教 師 は で き て し ま う た め 、対 等 な 関 係 に は な り え な い 。

例 え ば 、 成 績 を つ け る こ と 、 評 価 を す る こ と な ど は 教 師 に し か で き な い こ と で

あ る 。 そ の 時 点 で 、 教 師 は あ る 程 度 の 権 力 を 持 っ て お り 、 ど ん な に 学 習 者 の 促

進 者 と し て 学 習 者 に 近 づ い て も 、 対 等 に な る こ と は で き な い 。  

そ の よ う な 意 味 で 、 ブ ー バ ー に と っ て の 教 育 関 係 は 教 育 者 と 学 習 者 の 間 に 距

離 が 求 め ら れ 、 両 者 に は 差 異 が あ る か ら こ そ 、 対 話 が 求 め ら れ る 。 教 師 は 学 習

 

今 井 伸 和 「 ブ ー バ ー と ロ ジ ャ ー ズ の 対 話 に 関 す る 一 考 察 --セ ラ ピ ス ト と ク ラ イ エ ン ト の

対 等 性 の 問 題 」 三 重 短 期 大 学 生 活 科 学 研 究 会 『 紀 要 』  第 54 号 、 2006 年 、 19-25 頁 。  

  田 端 健 人「 教 育 関 係 に お け る 他 者 の 受 容  :  マ ル テ ィ ン・ブ ー バ ー に よ る カ ー ル・ ロ ジ ャ

ー ズ 批 判 か ら 」『 宮 城 教 育 大 学 紀 要 』 第 49 号 、 2014 年 、 237-246 頁 。  

1 5 2  マ ル テ ィ ン ・ ブ ー バ ー『 ブ ー バ ー 著 作 集 8 教 育 論 ・ 政 治 論 』（ 山 本 誠 作 ほ か 訳 ）み す ず

書 房 、 1970 年 、 30 頁 。  

1 5 3  マ ル テ ィ ン ・ ブ ー バ ー 『 人 間 と は 何 か 』（ 児 島 洋  訳 ） 理 想 社 、 1961 年 、 174-175 頁 。  

1 5 4  吉 田 、 前 掲 論 文 、 37 頁 。  

1 5 5  吉 田 敦 彦 『 ブ ー バ ー 対 話 論 と ホ リ ス テ ィ ッ ク 教 育 』 勁 草 書 房 、 2007 年 、 203-204 頁 。  
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者 か ら 多 く を 学 ぶ こ と は で き て も 、 そ れ は 学 習 者 と 同 じ で あ る と い う こ と を 意

味 し な い 。 だ か ら し て 、 ブ ー バ ー に よ れ ば 、 教 育 関 係 に お い て は 「 充 全 な 相 互

性 」156は ゆ る さ れ て お ら ず 、そ れ が 起 き て し ま う 関 係 は 教 育 で は な く 、「 友 情 と

い う ま っ た く こ と な っ た 性 質 」 157を も つ も の に な り え る 。 教 師 に は 学 習 者 を 教

育 す る 重 要 な 使 命 が あ り 、 学 習 者 に は そ れ は な い 。 も ち ろ ん 学 習 者 か ら 教 師 自

身 が 学 ぶ こ と が あ っ た と し て も 、 教 師 と 学 習 者 の 関 係 が 入 れ 替 え 可 能 な も の に

な る こ と は な い の で あ る 。  

 

2-2-1. ブ ー バ ー と ロ ジ ャ ー ズ の 教 育 観 － 人 間 理 解 の ち が い か ら －  

 

ブ ー バ ー に よ れ ば 、 教 育 関 係 は 、 教 育 者 と 学 習 者 は 対 等 に な れ な い と い う 前

提 を 自 覚 し 、 距 離 を 保 ち な が ら 対 話 を お こ な う 関 係 で な け れ ば な ら な い 。 し か

し 、 そ の 両 者 の 間 に あ る 差 異 を そ の ま ま 全 て 受 容 し て し ま う の で あ れ ば 、 対 話

も 教 育 も 必 要 な く な っ て し ま う 。 他 者 を 受 容 す る と い う こ と に つ い て 、 ロ ジ ャ

ー ズ と ブ ー バ ー は 異 な る 見 解 を 示 し て い る の で は な い か と 提 起 し た の は 、 両 者

の 対 談 で 司 会 を 担 当 し て い た モ ー リ ス ・ フ リ ー ド マ ン で あ っ た 。 フ リ ー ド マ ン

は ロ ジ ャ ー ズ の 著 作 を 引 用 し つ つ 、 彼 に と っ て の 受 容 は 「 相 手 の 態 度 が 、 肯 定

的 な も の で あ ろ う が 否 定 的 な も の で あ ろ う が 、 ま た 、 過 去 に 取 っ て い た 種 々 の

態 度 と 現 在 の 態 度 と が 矛 盾 し て い よ う が い ま い が 、 そ の 瞬 間 に お け る 相 手 の 態

度 を 受 容 し 配 慮 す る こ と 」で あ る と し 、「 こ の 他 者 の 揺 れ 動 く 様 子 を そ の た び ご

と に 受 容 す る こ と に よ り 、 彼 に と っ て 暖 か く 安 心 の で き る 関 係 性 が も た ら さ れ

る 」 も の で あ る と 指 摘 し た 158。 フ リ ー ド マ ン か ら の 疑 問 に 答 え る 形 で 、 ブ ー バ

ー は 人 間 の 真 の 実 存 的 な 関 係 は 、 他 者 を 受 容 す る こ と か ら 始 ま る と し た 。 そ の

う え で 、 受 容 を た だ そ の 瞬 間 に お い て だ け 、 す な わ ち 現 状 に お い て だ け 、 他 者

を 受 け 容 れ る こ と だ と 説 明 し て い る 159。  

 
1 5 6  マ ル テ ィ ン ・ ブ ー バ ー 『 ブ ー バ ー 著 作 集 1 対 話 的 原 理 Ⅰ 』（ 田 口 義 弘  訳 ） 1967 年 、

み す ず 書 房 、 173 頁 。  

1 5 7  同 上 、 173 頁 。   

1 5 8  ロ ブ・ア ン ダ ー ソ ン 、ケ ネ ス・N・シ ス ナ『 ブ ー バ ー ロ ジ ャ ー ズ 対 話 』（ 山 田 邦 男 監 訳 ）

春 秋 社 、 2007 年 、 187-188 頁 。  

1 5 9  同 上 、 193 頁 。  
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し か し 、た ん な る「 受 容 」だ け で な く 、「 確 認（ confirmation）」が 必 要 で あ り 、

く わ え て 「 確 認 」 は 「 受 容 」 よ り も 深 い 目 標 を も っ て い る と ブ ー バ ー は 主 張 す

る 。ブ ー バ ー に よ れ ば 、「 確 認 」と は 、他 者 を あ り の ま ま に 受 容 す る こ と に と ど

ま ら ず 、 そ の 人 の な か で 生 成 す る べ く 予 定 さ れ て い る 可 能 性 を 確 認 す る こ と で

あ る と い う 160。 吉 田 は ブ ー バ ー の い う 「 確 認 」 を 「 確 証 」 と 読 み 替 え 、 援 助 的

な 関 係 を 考 慮 す る と 、「 受 容 」 だ け で な く 、「 確 証 」 が 必 要 で あ る と し た 。 そ の

う え で ロ ジ ャ ー ズ の 受 容 が 他 者 の 全 て の 側 面 を 無 条 件 に 受 け 入 れ る こ と だ と す

れ ば 、ブ ー バ ー の 確 証 は 他 者 の あ る 側 面 は 否 定 す る こ と も あ り え る も の と し て 、

吉 田 は 両 者 の 重 要 な 相 違 を 主 張 し て い る 161。 ま た 、 吉 田 は ロ ジ ャ ー ズ の 主 張 す

る 「 受 容 」 は 容 易 に 「 放 任 」 に 転 化 し え る も の で も あ る と 指 摘 す る 162。  

吉 田 に よ れ ば 、 両 者 の 差 異 は ブ ー バ ー と ロ ジ ャ ー ズ と で 人 間 の 本 性 （ human 

Nature）に つ い て の 理 解 が 異 な る こ と に 、そ の 理 由 が あ る 。ロ ジ ャ ー ズ に と っ

て 人 間 の 本 性 は 信 頼 に 値 す る も の で あ る 。し た が っ て 、そ の 本 性 は 援 助 者 か ら

あ り の ま ま 受 け 入 れ ら れ 、自 分 を 防 衛 し よ う と す る 反 応 が な く な る こ と で 、自

分 の 本 性 が 解 放 さ れ 、「 積 極 的 建 設 的 」 に 働 く も の で あ る 。 そ の 場 合 の 、 援 助

者 の 態 度 は 相 手 を 全 面 的 に 受 容 し 、非 指 示 的 な も の に な り え る 。し か し 、ブ ー

バ ー の 考 え る「 人 間 の 本 性 は 、そ れ 自 体 は 善 で も 悪 で も な く 、混 沌 の 力 に 呑 み

込 ま れ て い く （ 悪 ） こ と も あ れ ば 、「 方 向 づ け て い く 力 」 に 即 し て 導 か れ て い

く （ 善 ） こ と も あ り え る も の で あ り 、 両 方 の 力 が 拮 抗 し て い る 両 義 的 な も の 」

163で あ る と 吉 田 は い う 。し た が っ て 、人 間 の 本 性 が た だ 解 放 さ れ て し ま う だ け

で は 、混 沌 に 陥 る 悪 の 方 向 に 向 く こ と も あ り え る と い う 。だ か ら こ そ 、ブ ー バ

ー は 全 面 的 な「 受 容 」で は な く 、個 人 の も つ 潜 在 力 が 実 現 す る 方 向 性 を 見 極 め

る「 確 証 」を 重 要 視 し て お り 、方 向 づ け の 力 が 弱 ま っ て い る 時 は 、歩 む べ き 方

向 を 確 か め 記 さ れ る べ き で あ る と い う 164。  

ま た 、吉 田 に よ れ ば 、ブ ー バ ー は 教 育 者 の と る べ き 態 度 は「 強 制 」で は な く 、

 
1 6 0  同 上 、 194-195 頁 。  

1 6 1  吉 田 、 前 掲 書 、 210 頁 。  

1 6 2  同 上 、 210 頁 。  

1 6 3  同 上 、 216 頁 。  

1 6 4  同 上 、 217 頁  
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「 開 発 」で あ る と 主 張 し て い る 165。ブ ー バ ー に よ れ ば 、「 強 制 」は プ ロ パ ガ ン ダ

の な か で よ く み ら れ 、「 開 発 」 は 教 育 の 領 域 で み ら れ る 166。「 強 制 」 と は す な わ

ち 相 手 の 人 格 を 無 視 し 、 自 分 の 考 え 方 に 同 化 さ せ る こ と に よ っ て 、 相 手 を 我 が

物 に す る こ と で あ る 。 反 対 に 「 開 発 」 に つ い て ブ ー バ ー は 以 下 の よ う に 述 べ て

い る 。  

 

す な わ ち 人 間 各 人 の 中 に は 正 し き も の が 、 一 回 限 り の 唯 一 の 人 格 的 な あ

り 方 で 賦 与 さ れ て い る と 、彼［ 教 育 者 ］は 信 じ て い る の で あ る 。い か な る

他 の 方 法 も こ の 人 間 に 自 ら を 強 い る こ と は 許 さ れ な い 。 だ が 他 の も う 一

つ の 方 法 、つ ま り こ の 教 育 者 の 方 法 は 、正 し き 素 質 を 、ま さ に そ れ が こ こ

で 生 じ よ う と 望 む よ う に 開 発 し 、 そ れ が 発 展 す る の を 助 け る こ と が 許 さ

れ て お り 、 ま た そ う す べ き な の で あ る 167。  

 

「 開 発 」 と は 、 相 手 の な か に あ る 「 正 し き 素 質 」 が そ の 人 の 人 格 に 沿 っ て 、

開 発 さ れ 、発 展 し て い く よ う に 援 助 す る こ と で あ る 。「 強 制 」は そ の 人 の 人 格 が

ど う で あ れ 、そ の 人 に 自 ら の 正 し さ を 強 い る こ と で あ る の に 対 し 、「 開 発 」は そ

の 人 の 人 格 の な か で 芽 生 え よ う と す る 善 の 方 向 性 を 見 極 め 、 そ れ を 伸 ば し て い

く こ と で あ る 。 そ れ は 真 の 対 話 を つ う じ て 行 わ れ る 。 教 育 者 は 相 手 を 人 格 と し

て 認 め た う え で 、 対 話 を お こ な い 、 学 習 者 の な か で 生 成 し よ う と す る 正 し き も

の （ 善 の 方 向 性 ） を 見 極 め 、 援 助 す る 。 こ れ が す な わ ち 、 対 話 的 教 育 の こ と で

あ る 。  

吉 田 の 指 摘 す る ブ ー バ ー と ロ ジ ャ ー ズ の 違 い に よ れ ば 、 ロ ジ ャ ー ズ は 人 間 存

在 へ の 信 頼 に よ っ て ク ラ イ エ ン ト あ る い は 学 習 者 の 無 条 件 の 受 容 を 主 張 し 、 そ

れ ゆ え 援 助 者 の 態 度 は 非 指 示 的 な も の に な り 、「 指 導 し な い 」こ と の 重 要 性 を 主

張 す る 。 し か し 、 ブ ー バ ー は 人 間 の な か に あ る 正 し き も の が 生 成 し よ う と す る

こ と に 即 し て 開 発 す る 、 つ ま り 教 育 の 必 要 性 を 主 張 す る 。 そ れ は 決 し て 無 条 件

 
1 6 5  同 上 、 214 頁  

1 6 6  マ ル テ ィ ン ・ ブ ー バ ー 『 ブ ー バ ー 著 作 集 ２  対 話 的 原 理 Ⅱ 』（ 佐 藤 吉 昭 、 佐 藤 令 子 訳 ）

み す ず 書 房 、 1968 年 、 105-106 頁 。  

1 6 7  同 上 、 107 頁 。  
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の 受 容 や 非 指 示 的 な も の で は な い 。 教 育 者 と 学 習 者 の 誠 実 な 対 話 に よ っ て 、 そ

の 方 向 を 学 習 者 が 確 か め る 営 み が 求 め ら れ る の で あ る 。  

 

2-2-2. フ レ イ レ の フ ァ シ リ テ ー タ ー 批 判  

 

前 章 で も 述 べ て き た よ う に 、 フ レ イ レ は ロ ジ ャ ー ズ と 同 様 に い わ ゆ る 詰 め 込

み 教 育 を 批 判 し て お り 、 そ の 点 に お い て は 共 通 し て い る 。 さ ら に 、 フ レ イ レ は

権 威 主 義 的 な 教 育 者 を 批 判 し 、 学 習 者 と 教 育 者 の 対 等 性 を 重 視 し た 教 育 を 主 張

し て い る よ う に 見 受 け ら れ る 。 し か し 、 フ レ イ レ は ロ ジ ャ ー ズ が 主 張 し て い る

よ う な 、 教 育 の 場 に お け る フ ァ シ リ テ ー タ ー に 対 し て は 懐 疑 的 で あ っ た 。 そ の

理 由 の 一 つ は 、 フ ァ シ リ テ ー タ ー の 権 力 に 関 わ る も の で あ る 。 フ ァ シ リ テ ー タ

ー も 教 育 に 関 わ る 以 上 は 、 目 標 を 設 定 し 、 学 ぶ べ き 内 容 を 編 成 し 、 学 習 者 を 評

価 す る 権 力 を も っ て い る 。 に も か か わ ら ず 、 そ れ を 強 調 し な い よ う に し 、 学 習

者 を コ ン ト ロ ー ル し て い る と い う こ と に 不 誠 実 さ が あ る 、 と フ レ イ レ は 指 摘 す

る 168。 こ れ は ブ ー バ ー が ロ ジ ャ ー ズ の 目 指 す ク ラ イ エ ン ト と カ ウ ン セ ラ ー の 関

係 を 批 判 し た こ と と 同 様 の 理 由 で あ る 。 教 育 者 （ カ ウ ン セ ラ ー ） が ど れ だ け 人

間 と し て 向 き 合 い 、 学 習 者 （ ク ラ イ ア ン ト ） と 対 等 だ と 主 張 し て も 、 彼 ま た は

彼 女 が 学 習 者 に は な い 権 力 を 持 ち 続 け る か ぎ り 、 対 等 で は あ り え な い 。  

ま た 、 フ レ イ レ に よ れ ば 、 フ ァ シ リ テ ー タ ー は 学 習 者 の 主 体 性 を 重 視 す る あ

ま り 、 非 指 導 的 に な ろ う と す る 169。 非 指 導 的 に な る と い う こ と は 、 現 状 を 肯 定

し 、 再 生 産 す る 「 支 配 の 教 育 」 に 与 す る こ と に な っ た と し て も 、 学 習 者 を 尊 重

し 、 学 習 者 の 方 向 を あ く ま で も 見 守 る と い う こ と に も な り え る 。 こ の こ と に つ

い て 自 己 主 導 型 学 習 に 関 し て も 、 フ レ イ レ は 同 様 の 批 判 を し て い る 170。 フ レ イ

レ に よ れ ば 、そ の よ う な 教 育 の な か で は 、「 教 師 の 権 威 を ま っ た く な く し て 、上

に 述 べ た よ う に 何 で も あ り の 雰 囲 気 の な か に 溺 れ こ ん で い く 形 で 、被 教 育 者 は 、

 
1 6 8  Fr ei re ,  Mac e do, “A D ia log ue”  p .378.  
1 6 9  I b i d . ,  p .378 .  
1 7 0  フ レ イ レ は ア イ ラ ・ シ ョ ア と の 対 談 の 中 で 自 己 主 導 型 学 習 に つ い て 話 し て い る 際 に 、

自 己 主 導 型 学 習 は 自 分 の 目 指 す 教 育 と は 異 な る こ と を 主 張 し て い る 。（ 詳 し く は 、

Freire, Shor, A Pedagogy for Liberation, p.109.）  
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そ の 気 分 の 赴 く ま ま に 、何 か を し た り し な か っ た り す る 」171。方 向 性 を 示 さ ず 、

教 え る こ と を 否 定 す る と い う こ と は 、 極 端 に 言 え ば 、 支 配 の 文 化 を 再 生 産 す る

よ う な 方 向 性 を 学 習 者 が 選 ん だ と し て も 、 そ れ に 対 し 、 な に も し な い と い う こ

と が あ り え る と い う こ と だ 。 ロ ジ ャ ー ズ は 自 ら の 志 す 教 育 が 「 権 威 的 な 文 化 に

適 す る よ う な 教 育 で も な け れ ば 、 ま た 、 そ れ は 権 威 的 な 哲 学 を 補 足 す る よ う な

教 育 で も な い 」 172と 述 べ て は い る 。 し か し な が ら 、 学 習 者 の 主 体 性 に 任 せ る ロ

ジ ャ ー ズ 流 の 教 育 は 、 彼 自 身 が 意 図 し て い な か っ た と し て も 、 支 配 の 文 化 を 再

生 産 し て し ま う 可 能 性 が あ る と い う こ と で あ る 。  

さ ら に 、 フ レ イ レ が い う に は 、 教 育 者 が フ ァ シ リ テ ー タ ー に 転 ず る と い う こ

と は 、 学 習 者 の 主 体 性 を 尊 重 し す ぎ る あ ま り 、 教 育 者 自 身 が 指 導 的 実 践 の 主 体

性 を 引 き 受 け る と い う 教 育 的 ・ 政 治 的 認 識 論 の 課 題 を 否 定 し て い る こ と に も な

る 173。 ど ち ら か 一 方 の 主 体 性 ば か り を 尊 重 す る こ と は 、教 育 者 も 学 習 者 も 両 者

主 体 に な る こ と を 目 指 し た フ レ イ レ の 教 育 思 想 そ の も の を 否 定 し て い る 。 教 育

者 も 、 学 習 者 も 主 体 で あ る 教 育 を 目 指 す の な ら ば 、 教 育 者 も 学 習 者 と 同 様 に 現

実 に 介 入 す る 能 動 的 存 在 に な る こ と が 求 め ら れ る 。フ レ イ レ に よ れ ば 、「 進 歩 的

な 教 育 者 の 教 育 内 容 に た い す る 態 度 は 、 社 会 の 民 主 主 義 化 の た め の 不 断 の 闘 争

に コ ミ ッ ト す る こ と を 措 い て ほ か に は な い 」 174。 だ か ら し て 、 教 育 者 は 教 え る

こ と を 否 定 し た り 、学 習 者 に ゆ だ ね て 主 体 を 放 棄 し た り し て し ま う の で は な く 、

学 習 者 と と も に 社 会 の 民 主 化 を 推 し 進 め る 闘 い に 関 与 す る 主 体 に な ら ね ば な ら

な い 。  

 

2-2-3. ロ ジ ャ ー ズ と フ レ イ レ の 類 似 点 と 相 違 点  

 

ロ ジ ャ ー ズ が 社 会 の 変 革 を 目 指 し 、 人 間 中 心 の ア プ ロ ー チ を 用 い た 実 践 を 行

っ て い た と い う こ と は 、 す で に 論 じ て き た 。 し か し 、 ロ ジ ャ ー ズ の 社 会 変 革 の

ア プ ロ ー チ と 、 フ レ イ レ の 社 会 変 革 の ア プ ロ ー チ に は 大 き な 違 い が あ っ た 。 モ

 
1 7 1  フ レ イ レ 『 希 望 の 教 育 学 』 157-158 頁 。  

1 7 2  ロ ジ ャ ー ズ 『 カ ウ ン セ リ ン グ と 教 育 』 71 頁 。  

1 7 3  Fr ei re ,  Mac e do, “A D ia log ue” ,  p .378 .  
1 7 4  フ レ イ レ 『 希 望 の 教 育 学 』 158 頁 。  
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ー リ ン ・ オ ハ ラ に よ る と 、 ロ ジ ャ ー ズ と フ レ イ レ は 変 革 し よ う と し た 対 象 に 違

い が 見 ら れ る 175。 オ ハ ラ に よ れ ば 、 フ レ イ レ が 意 識 し て い る の は 、 第 三 世 界 の

農 民 階 級 や 労 働 者 階 級 を 非 人 間 化 す る 、 制 度 化 さ れ た 抑 圧 の 状 況 で あ る 。 そ れ

に 対 し て 、 ロ ジ ャ ー ズ が 意 識 し て い る の は 、 個 人 が 完 全 で ユ ニ ー ク な 人 間 に な

る こ と を 妨 げ る 、 比 較 的 豊 か な 先 進 国 の 中 産 階 級 に 属 す る 個 人 が こ う む っ て い

る 心 理 的 抑 圧 の 状 況 で あ る 176。 つ ま り 、 フ レ イ レ は 抑 圧 的 な 状 況 に 苦 し む 個 人

が い た と し て も 、 そ の 個 人 に の み 目 を 向 け る の で は な く 、 そ の 背 景 に あ る 構 造

に も 目 を 向 け る 。 他 方 、 ロ ジ ャ ー ズ は 抑 圧 が 内 側 か ら く る も の と し て 、 個 人 の

心 理 的 な 状 態 に 目 を 向 け て い た と 言 え る 。  

ま た 、 ロ ジ ャ ー ズ は 自 ら の 世 界 の 見 方 を 変 え る こ と で 世 界 は 変 わ り 、 自 分 自

身 の あ り 方 や 人 間 関 係 の あ り 方 を 変 え る こ と が 社 会 変 革 に つ な が る と 考 え て い

た 。 一 方 フ レ イ レ は 、 意 識 の 変 化 も 必 要 だ と し た う え で 、 そ れ だ け で は 社 会 は

変 わ ら な い こ と を 主 張 し て い た 。 フ レ イ レ と の 対 話 の な か で 、 マ シ ー ド は 以 下

の よ う に 、 心 理 学 的 な ア プ ロ ー チ を 批 判 し て い る 。  

 

こ の 意 味 で 、 も し 知 識 の 対 象 が 基 本 的 な 目 標 な ら ば 、 個 人 の 生 き た 経 験 に

つ い て の 会 話 と し て の 対 話 は 実 際 に 体 を 為 さ な い 。 言 い か え る と 、 経 験 を

共 有 す る プ ロ セ ス と し て の 対 話 的 教 授 の 概 念 の 流 用 は 、 教 え る こ と を 個 人

の 心 理 に 焦 点 を 当 て る グ ル ー プ セ ラ ピ ー と し て の 形 に 切 り 詰 め て し ま う 状

 
1 7 5  O'Hara, op.cit .,  pp.22-23.  

1 7 6  オ ハ ラ が 指 摘 す る よ う に 、 フ レ イ レ は 第 三 世 界 の 農 民 階 級 や 労 働 者 階 級 を 非 人 間 化 す

る 制 度 的 な 抑 圧 、 ロ ジ ャ ー ズ は 比 較 的 豊 か な 先 進 国 の 中 産 階 級 に 属 す る 個 人 が こ う む

っ て い る 心 理 的 抑 圧 に 意 識 を 向 け て い た 。 し か し 、 フ レ イ レ も オ ハ ラ も 晩 年 に な る と

意 識 す る 対 象 が 広 が っ て い っ た 。 フ レ イ レ は 晩 年 、 第 三 世 界 の 農 民 階 級 や 労 働 階 級 に

限 定 せ ず 、 よ り 広 い 被 抑 圧 者 に つ い て も 意 識 し 、 た び た び 言 及 し て い た （ Mayo, Peter, 

“When Does it  Work? Freire's Pedagogy in Conte xt.”  Studies in the Education of 

Adults, vol . 25, issue 1, 1993, pp.11-30 を 参 照 の こ と 。） ま た 、 ロ ジ ャ ー ズ も 晩 年 は 豊

か な 先 進 国 の 中 産 階 級 に 対 し て だ け で は な く 、 紛 争 地 で 暮 ら し て い る 人 々 や ア メ リ カ

に お け る マ イ ノ リ テ ィ の グ ル ー プ に 対 す る 実 践 も 行 っ て い た 。 と く に ロ ジ ャ ー ズ が 取

り 組 ん で い た 「 ピ ー ス ・ プ ロ ジ ェ ク ト 」 は 国 際 的 な 緊 張 の 緩 和 や 紛 争 の 減 少 を 試 み る

も の だ っ た た め 、 ロ ジ ャ ー ズ の 関 心 が 拡 大 し て い た こ と が う か が え る 。（ カ ー ル ・ ロ ジ

ャ ー ズ 、 デ イ ビ ッ ト ・ ラ ッ セ ル 『 カ ー ル ・ ロ ジ ャ ー ズ  静 か な る 革 命 』（ 畠 瀬 直 子 訳 ）

誠 信 書 房 、 2006 年 を 参 照 の こ と 。）  
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況 を 作 り 出 す 。 こ の プ ロ セ ス が 教 授 法 的 な 安 全 地 帯 を 作 り 出 す の だ と 主 張

す る 教 育 者 も い る か も し れ な い が 、 私 か ら す れ ば 、 被 害 の 感 覚 に つ い て の

被 抑 圧 的 な 良 い 思 い を 作 り 出 す こ と に と ど ま っ て い る 。 端 的 に 言 う と 、 経

験 を 共 有 す る こ と は 心 理 学 的 な 観 点 か ら の み 、 理 解 さ れ る べ き だ と は 思 わ

な い 。そ れ は つ ね に 政 治 的・イ デ オ ロ ギ ー 的 分 析 を 同 じ よ う に 必 要 と す る 。

す な わ ち 、 経 験 の 共 有 は つ ね に 省 察 と 政 治 的 行 動 の 両 方 を 伴 う 社 会 実 践 の

な か で 、理 解 さ れ な け れ ば な ら な い 。つ ま り 、学 び 知 る プ ロ セ ス と し て の 対

話 は 、 教 育 と 社 会 の 両 方 で 広 く 浸 透 し て い る 抑 圧 構 造 と 機 械 論 の 解 体 と い

う 目 的 を も つ 政 治 的 プ ロ ジ ェ ク ト を 含 ま ね ば な ら な い 177。  

 

こ こ で の マ シ ー ド の 批 判 は 、 ロ ジ ャ ー ズ を は じ め と す る 心 理 学 的 な ア プ ロ ー

チ の な か で さ ま ざ ま な 経 験 を 共 有 す る 際 に 、 個 人 の 心 理 に だ け 焦 点 を 当 て る こ

と に 対 し て 向 け ら れ て い る 。 学 習 者 の 生 き た 経 験 が 大 事 で あ る こ と 、 そ こ か ら

学 習 が 出 発 し な け れ ば な ら な い こ と は フ レ イ レ も 同 様 の 考 え を も っ て い る 178。

し か し 、 そ れ を た ん に 個 々 人 の 物 語 と し て 語 り 、 共 有 す る だ け で は 意 味 を な さ

な い 。 個 々 人 の 個 別 具 体 的 な 経 験 は 、 つ ね に 大 き な 社 会 的 政 治 的 な 文 脈 で 理 解

さ れ な け れ ば な ら な い 。 そ れ は た と え ば 、 以 下 の よ う な 行 為 を と お し て 行 わ れ

る 。  

 

フ レ イ レ の 考 え る フ ァ シ リ テ ー タ ー は 、個 々 の 個 人 的 な 経 験 に 関 心 を 示 す が 、

た ん に「 あ な た の 経 験 は 何 で す か ？ 」と 尋 ね る の で は な く 、「 あ な た の 経 験 と

は 何 の 経 験 で す か ？ 」 と 問 い か け る こ と で 、 日 常 生 活 の 具 体 的 な 状 況 と 、 外

部 （ external） の 現 実 と 主 観 的 な 経 験 の 関 係 に す ぐ に 焦 点 を 戻 す の で あ る 179。 

 

こ れ は フ レ イ レ の 考 え る 教 育 者 が 、 個 人 の 経 験 を 尊 重 し つ つ も 、 そ の 経 験 を

大 き な 政 治 的 社 会 的 文 脈 と 結 び 付 け る こ と の 重 要 性 を 示 し て い る 。 フ レ イ レ の

場 合 は 、ブ ラ ジ ル の 農 村 部 に 住 む 人 び と の 経 験 や 生 活 知 を 軽 視 す る こ と は な く 、
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そ れ 自 体 を 尊 重 し て い た 。 だ か ら と い っ て そ の 経 験 を そ の ま ま そ の 人 個 人 の 経

験 と し て 聞 き 届 け る こ と に と ど ま ら ず 、 つ ね に 彼 ら 彼 女 ら の 経 験 を 大 き な 政 治

的 社 会 的 文 脈 に 結 び つ け よ う と し て い た と い え よ う 。  

ま た 、 両 者 の 違 い と し て 挙 げ ら れ る の は 、 教 育 者 の あ り 方 に 関 す る 考 え で あ

ろ う 。ロ ジ ャ ー ズ が 自 ら の 教 育 思 想 と フ レ イ レ の 類 似 性 を 主 張 し て き た よ う に 、

共 通 点 は 見 ら れ る 。 両 者 は と も に 、 既 存 の 知 識 暗 記 型 の 教 育 を 批 判 し 、 そ う で

は な い 教 育 を 志 向 し 、 実 践 し て い た 。 そ し て 、 ロ ジ ャ ー ズ も フ レ イ レ も 、 人 間

存 在 へ の 信 頼 に も と づ い て 、 非 人 間 的 な 状 態 に 置 か れ て い る 人 び と を 人 間 化 し

よ う と し た こ と は 共 通 し て い る 点 で あ る 。 両 者 は ア プ ロ ー チ の 仕 方 は 異 な っ て

い て も 、 目 指 し て い た 地 点 は 類 似 し て い た と 言 え よ う 。  

そ の 類 似 性 を 認 め つ つ も 、 前 節 で も 指 摘 し て き た よ う に 、 教 育 に お け る 教 師

と 学 習 者 の 関 係 に つ い て は 明 確 な 差 異 が 存 在 す る 。 ロ ジ ャ ー ズ に と っ て 、 教 育

は 生 徒 が 中 心 で あ る た め 、 教 師 の 役 割 は 学 習 者 が 学 び た く な る よ う な 環 境 を 作

り 、 興 味 関 心 を 引 き 出 し 、 物 的 資 源 な ど を 用 意 す る こ と で あ る 。 そ の た め 、 教

育 の 内 容 は 教 師 で は な く 、 生 徒 の 興 味 関 心 に よ っ て 決 ま り 、 あ く ま で 学 習 者 主

導 で 行 わ れ る べ き で あ る と す る 。  

そ の 反 対 に 、 フ レ イ レ は 学 習 者 を 中 心 に す る と い う こ と は な い 。 こ の こ と は

フ レ イ レ を 誤 読 し て き た 多 く の 教 育 実 践 家 に も 共 通 し て み ら れ る 誤 解 で あ る 。

フ レ イ レ は 「 教 え 学 ぶ と い う 行 為 、 そ の 中 心 を な す 認 識 す る と い う 行 為 は 、 教

育 実 践 の 本 質 を な す も の だ 。 系 統 性 の 有 無 は 別 に し て 、 一 定 の 教 育 内 容 を も た

ぬ 教 育 な ど と い う も の は な い 。 そ し て 「 教 え る 」 と い う 動 詞 は 、 関 係 を 表 す 他

動 詞 だ 。 教 え る 者 は 、 何 か （ つ ま り 教 育 内 容 ） を 、 だ れ か に （ 生 徒 に ） 教 え る

の で あ る 」 180と い う 。 フ レ イ レ は 決 し て 教 え る こ と を 否 定 し た り は し な い 。 と

い う よ り も 、 フ レ イ レ か ら み れ ば 、 教 え る こ と を 含 ま な い 教 育 実 践 は 存 在 し な

い 。 も ち ろ ん 、 教 育 内 容 を 一 方 的 に 学 習 者 に 詰 め 込 む の で は な く 、 教 え る 内 容

そ の も の も 学 習 者 と の 対 話 に さ ら さ れ る こ と に な る 。  

ま た 、 ロ ジ ャ ー ズ は 学 習 者 と 教 育 者 が 対 等 で あ る こ と を 目 指 し 、 そ の た め に

教 育 者 は 教 師 と し て で は な く 、 ひ と り の 人 間 と し て 生 徒 に 向 き 合 う こ と が 大 事
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で あ る と い う 。 し か し な が ら 、 ブ ー バ ー と の 対 談 で そ れ は 教 育 関 係 に お い て は

不 可 能 で あ る と 指 摘 さ れ て い る 。 教 育 者 と 学 習 者 を 無 批 判 に 対 等 だ と み な す 考

え に つ い て 、 フ レ イ レ も 以 下 の よ う な 理 由 で 批 判 し て い る 。  

 

教 師 と 生 徒 の 対 話 は 、 両 者 を 同 等 の 立 場 に 立 た せ る も の で は な い が 、 し か

し そ れ は 、 両 者 の 立 場 を 民 主 主 義 的 な も の に す る 。 教 師 の 立 場 は 生 徒 の そ

れ と 同 じ で は な い 。 そ の 理 由 は い く ら で も 列 挙 で き る が 、 そ の 相 互 の 違 い

こ そ が 、教 師 を 教 師 た ら し め 、生 徒 を 生 徒 た ら し め て い る の で あ る 。も し 両

者 が 同 等 な ら ば 、一 方 が 他 方 に 転 ず る こ と も あ り う る は ず だ 。対 話 は 、対 話

す る 双 方 の 主 体 が 自 ら の ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 保 持 す る だ け で な く 、 互 い の

そ れ を 擁 護 し 助 長 し あ う 、 と い う こ と を 意 味 し て い る 181。  

 

つ ま り 、 対 話 を も と に し た 教 育 に お け る 関 係 性 と は 、 両 者 の 差 異 を 解 消 す る

の で は な く 、 両 者 が 互 い に 相 手 を 自 分 と は 異 な る 存 在 と し て 尊 重 す る こ と が 求

め ら れ る 。 フ レ イ レ は し ば し ば 「 教 師 は 教 え る こ と の 主 体 で あ り 、 学 習 者 は 学

ぶ こ と の 主 体 で あ る 」 と も 述 べ て い る 。 そ こ に は 教 師 と し て 、 学 習 者 と し て の

役 割 や ア イ デ ン テ ィ テ ィ が あ り 、 異 な っ て い る か ら こ そ 、 対 話 が 求 め ら れ る 。

対 話 は 主 体 同 士 に よ る 認 識 の 行 為 で あ る た め に 、 ど ち ら か 一 方 が 客 体 で あ る な

ら ば 、成 り 立 た な い 。両 者 の 主 体 を 尊 重 す る こ と で 、は じ め て 対 話 は 成 り 立 つ 。

フ レ イ レ は 対 話 に お い て 、 立 場 の 異 な る も の を 結 び つ け る の は 、 敬 意 だ と 述 べ

て い る 。 フ レ イ レ の 対 話 に は 、 異 な る 主 体 が も つ 知 の 権 威 に 対 す る 敬 意 と 尊 重

が 存 在 す る 。 フ レ イ レ の こ の 思 想 は 、 ブ ー バ ー の 以 下 の 主 張 と 重 な る 。  

 

真 の 対 話 が 成 立 す る た め の 主 要 前 提 は 、各 人 が 自 分 の 相 手 を こ の 、ま さ に

現 に こ の よ う に 存 在 す る こ の 人 間 と し て 考 え る こ と で あ る 。 私 は 彼 を 感

得 す る 。つ ま り 彼 が 私 と は 違 っ て い る 、本 質 的 に も 違 っ て い る 事 実 、こ の

特 定 な 、 彼 に 固 有 な 一 回 的 あ り 方 で 本 質 的 に 私 と は 違 っ て い る 事 実 を 認

め る 。私 は 私 が 知 覚 し た そ の 人 間 を 受 け 入 れ る 。そ の 結 果 私 は 、私 の 言 葉
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を 最 大 の 真 剣 さ を も っ て 彼 に 、 ま さ に 彼 と し て の 彼 に 向 け る こ と が で き

る の だ 182。  

 

吉 田 が 、「 ブ ー バ ー の 言 う「 対 話 」に お け る 向 か い 合 う 二 人 は 、自 己 と 他 者 の

区 別 を 失 っ て 、 互 い に 呑 み 込 ま れ た よ う な 融 合 的 関 係 に あ る の で は な い 」 183と

述 べ て い る よ う に 、 ブ ー バ ー に お け る 対 話 も 、 相 手 の 存 在 を 他 者 と し て 認 め た

う え で 、 自 己 と 他 者 を 区 別 し 、 そ の 両 者 が 向 き 合 う も の で あ る と い う 。 異 な っ

て い る こ と を 認 め る こ と で 、 対 話 は な さ れ る の で あ っ て 、 相 手 を 自 分 と 同 じ も

の と み な し て し ま う 関 係 で は 、 対 話 は 成 り 立 た な い 。 相 手 の こ と が 自 分 と 同 じ

よ う に 理 解 で き る の で あ れ ば 、 対 話 は 必 要 な く な っ て し ま う か ら で あ る 。 だ か

ら し て 、生 徒 を 自 分 と 対 等 な 存 在 で あ る と み な し 、教 師 と し て の 役 割 を 放 棄 し 、

そ の 差 異 を 消 し 去 っ て し ま う と 、 対 話 は 不 可 能 で あ り 、 不 必 要 な も の に な る 。

そ の よ う な 意 味 で 、 フ レ イ レ は 教 師 と 学 習 者 の 対 等 性 を 批 判 し 、 そ の 両 者 の 差

異 を 改 め て 主 張 し て い た と い え よ う 。両 者 が 異 な る か ら こ そ 、対 話 が 求 め ら れ 、

対 話 的 な 教 育 関 係 が 可 能 に な る の だ 。  

 

2-3. 結 論  

 

本 章 で は 、 フ レ イ レ と ロ ジ ャ ー ズ の 思 想 を 比 較 し 、 そ の 類 似 点 と 相 違 点 を 検

証 す る こ と で 、 フ レ イ レ が 目 指 し て き た 教 育 の あ り 方 を よ り 明 確 に 浮 か び 上 が

ら せ る こ と を 目 的 と し て き た 。 す で に 述 べ て き た よ う に 、 両 者 に は 類 似 し て い

る 点 が 多 く み ら れ る 。 ふ た り は 知 識 暗 記 型 の 教 育 を 批 判 し 、 教 育 者 と 学 習 者 が

共 に 学 ぶ こ と が で き る 教 育 を 目 指 し 、 実 践 し た 。 ま た 、 ロ ジ ャ ー ズ も フ レ イ レ

も 同 様 に 、 人 間 存 在 へ の 信 頼 に も と づ い て 、 非 人 間 的 な 状 態 に 置 か れ て い る 人

び と を 人 間 化 し よ う と し た こ と は 共 通 し て い る 点 で あ る 。 両 者 は ア プ ロ ー チ の

仕 方 は 異 な っ て い た が 、 人 間 が 人 間 ら し く 生 き る こ と が で き る 社 会 を 実 現 し よ

う と す る 意 味 で 、 目 指 す 地 点 は 近 い と こ ろ に あ っ た と 言 え よ う 。  

し か し 、 両 者 に は 見 過 ご す こ と の で き な い 差 異 も 存 在 す る と い う こ と が 明 ら
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か に な っ た 。 そ れ は 、 教 育 者 と 学 習 者 の 関 係 性 を め ぐ る 思 想 に 見 ら れ る 。 ロ ジ

ャ ー ズ は 教 師 の 役 割 は な に か を 教 え る こ と で は な く 、 学 習 者 の 興 味 関 心 を 引 き

出 し 、 物 的 資 源 な ど を 用 意 す る こ と で あ る と 考 え て い る 。 あ く ま で も 、 教 育 は

学 習 者 主 導 で あ り 、 生 徒 が 中 心 で あ る べ き だ と 考 え て い た 。 そ の 反 対 に 、 フ レ

イ レ は 学 習 者 を 中 心 に す る と い う こ と は な い 。 こ の こ と は フ レ イ レ を 誤 読 し て

き た 多 く の 教 育 実 践 者 に も 共 通 し て み ら れ た 誤 解 で あ る 。 ロ ジ ャ ー ズ は 学 習 者

と 教 育 者 が 対 等 で あ る べ き だ と 考 え 、そ の た め に 教 育 者 は 教 師 と し て で は な く 、

ひ と り の 人 間 と し て 生 徒 に 向 き 合 う こ と の 必 要 性 を 訴 え て き た 。 し か し 、 こ の

よ う な 考 え は ブ ー バ ー と ロ ジ ャ ー ズ の 対 談 で 、 ブ ー バ ー に よ っ て 否 定 さ れ た 。

ブ ー バ ー の 考 え に 従 え ば 、 教 育 関 係 に お い て 完 全 な る 対 等 性 は 不 可 能 で あ る 。  

こ の 指 摘 に つ い て 、 フ レ イ レ も ブ ー バ ー と 同 様 の 主 張 を し て い る 。 対 話 を も

と に し た 教 育 者 と 学 習 者 の 関 係 性 は 、 両 者 の 差 異 を 解 消 し 、 教 育 者 と 学 習 者 が

同 等 の 存 在 に な る の で は な く 、 む し ろ 、 両 者 が 相 手 を 自 分 と は 異 な る 存 在 と し

て 、 尊 重 す る こ と が 重 要 で あ る 184。 教 育 者 に は 教 育 者 と し て の 、 学 習 者 に は 学

習 者 と し て の 役 割 や ア イ デ ン テ ィ テ ィ が あ り 、 異 な っ て い る か ら こ そ 、 対 話 が

求 め ら れ る 。 両 者 が ま っ た く 同 じ 存 在 で 、 相 手 の こ と が 自 分 と 同 じ よ う に 理 解

で き て し ま う の で あ れ ば 、 対 話 は 必 要 な く な る 。 両 者 の 異 な る ア イ デ ン テ ィ テ

ィ を 尊 重 す る こ と で 、 は じ め て 対 話 は 成 り 立 ち 、 対 話 的 な 教 育 が 実 現 可 能 に な

る の だ 。  
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た 。 フ レ イ レ 自 身 は ブ ー バ ー に 大 き な 影 響 を 受 け て お り 、 自 身 の 著 作 の な か で も た び

た び ブ ー バ ー に 言 及 を し て い る 。 例 え ば 、 フ レ イ レ 『 被 抑 圧 者 の 教 育 学 』 227-228 頁 を

参 照 の こ と 。 ま た 、 両 者 の 相 互 関 係 に つ い て 述 べ て い る 論 文 も い く つ か あ る 。 例 え

ば 、 Noddings ,  Nel “Freire, Buber, and Care Ethics on Dialogue in Teaching”, Paulo 

Freire’s Intellectual Roots  Toward Historicity in Praxis,  Bloomsbury Academic, 2013,  

pp.89-100. Roberts, Peter “Beyond Buber: Dialogue, Education, and Polit ics”, The 

Journal of Educational Thought , vol. 33, no. 2, 1999, pp.183-189.  
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第 3 章  パ ウ ロ ・ フ レ イ レ と マ ー シ ャ ル ・ ロ ー ゼ ン バ ー グ 1 8 5  

 

3-1 問 題 の 所 在 — — 平 和 教 育 に お け る 位 置 付 け ― ―  

 

前 章 で は 、 カ ー ル ・ ロ ジ ャ ー ズ と パ ウ ロ ・ フ レ イ レ の 類 似 点 と 相 違 点 に 焦 点

を 当 て 、 フ レ イ レ の 教 育 思 想 、 と く に 教 育 者 と 学 習 者 の 関 係 性 を め ぐ る 思 想 を

よ り 深 く 探 求 し た 。本 章 で は 、平 和 教 育 の 文 脈 で 、フ レ イ レ の 思 想 と 、「 非 暴 力

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 」 の ア プ ロ ー チ を 提 唱 し た 心 理 学 者 で あ る 、 マ ー シ ャ ル ・

ロ ー ゼ ン バ ー グ の 思 想 と の 比 較 を 試 み る 。 フ レ イ レ の 実 践 を 構 造 的 暴 力 な ど 広

い 暴 力 の 克 服 も 射 程 に 入 れ た 「 広 義 の 平 和 教 育 」 の 実 践 と し て 、 ロ ー ゼ ン バ ー

グ の 実 践 を 直 接 的 暴 力 の 不 在 に 向 け て 、紛 争 を 非 暴 力 的 に 転 換 す る 力 を 育 む「 狭

義 の 平 和 教 育 」 の 実 践 と し て 位 置 づ け 、 両 者 の 比 較 を 試 み る 。 そ の う え で 、 平

和 教 育 の 視 点 か ら 、 フ レ イ レ の 目 指 し た 教 育 の 特 徴 を 捉 え 直 し て み た い 。  

「 広 義 の 平 和 教 育 」 と 「 狭 義 の 平 和 教 育 」 と は 日 本 の 平 和 教 育 の あ り 方 を め

ぐ っ て 、今 も 続 い て い る 議 論 の 一 つ で あ る 。「 広 義 の 平 和 教 育 」と は 、平 和 教 育

者 で あ る ベ テ ィ ・ リ ア ド ン が 提 唱 し た 包 括 的 平 和 教 育 に 代 表 さ れ る よ う な 、 貧

困 や 差 別 な ど の 構 造 的 ・ 文 化 的 暴 力 の 問 題 も 射 程 に 含 む 平 和 教 育 の 考 え 方 で あ

る 。「 狭 義 の 平 和 教 育 」と は 、村 上 登 司 文 と 竹 内 久 顕 ら が 勧 め て い る 平 和 教 育 の

考 え 方 で あ り 、 戦 争 や 直 接 的 暴 力 を な く す 教 育 と そ れ に 直 接 的 に 関 連 す る 周 辺

事 項 に 集 中 す る こ と を 主 張 す る 立 場 で あ る 186。  

「 広 義 の 平 和 教 育 」 の 登 場 に よ っ て こ れ ま で 平 和 教 育 の な か で 解 決 す べ き 課

題 と さ れ て こ な か っ た も の も そ の 射 程 に 含 ま れ る よ う に な っ た 。 そ の 結 果 、 開

発 教 育 な ど 隣 接 す る ほ か の 教 育 と 平 和 教 育 の 差 異 化 が 困 難 に な り 、 平 和 教 育 の

固 有 性 が 失 わ れ つ つ あ る と い う 新 た な 課 題 も 浮 か び 上 が っ て き た 。 そ の よ う な

問 題 意 識 と と も に 、「 狭 義 の 平 和 教 育 」の 必 要 性 は 主 張 さ れ て い る 187。平 和 教 育

 
1 8 5  第 3 章 は 、「「 実 践 と し て の 平 和 教 育 」 序 説 ： ロ ー ゼ ン バ ー グ と フ レ イ レ の あ い だ で 」

『 新 潟 国 際 情 報 大 学 国 際 学 部 紀 要 』 第 4 号 、 2019 年 、 43-53 頁 と 、「 フ レ イ レ と 平 和 教

育 」『 人 間 と 教 育 』 第 110 号 、 2021 年 、 42-49 頁 を 大 幅 に 加 筆 修 正 し た も の で あ る。  

1 8 6  竹 内 、 前 掲 書 と 村 上 登 司 文 、 前 掲 書 を 参 照 の こ と 。  
1 8 7  竹 内 、 同 上 、 79-80 頁 。「 広 義 の 平 和 教 育 」 が 直 接 的 な 暴 力 に 限 ら な い 広 い 暴 力 の 問 題
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の 固 有 性 を 保 ち つ つ 、 そ の 包 括 性 を 両 立 さ せ る と い う 課 題 に こ た え る 形 で 、 竹

内 は 「 狭 義 の 平 和 教 育 」 が 応 答 す べ き 問 い を 「 暴 力 （ 戦 争 ・ テ ロ ） を ど う す れ

ば 廃 絶 で き る か 」 ＝ 「 紛 争 ・ 対 立 を ど う す れ ば 非 暴 力 的 に 解 決 で き る か 」 に 設

定 す る こ と を 提 案 し て い る 188。 し か し 、 こ れ は 平 和 教 育 に お い て 構 造 の 問 題 を

無 視 す る わ け で は な い 。 戦 争 や テ ロ な ど を 扱 う 過 程 で 、 戦 争 の 原 因 に 構 造 的 な

暴 力 の 問 題 を め ぐ る 不 正 義 が 浮 か び あ が り 、 そ の 不 正 義 を い か に し て 解 決 で き

る か を 考 え る こ と が で き る 。 そ う す る こ と で 広 く 構 造 的 暴 力 に つ い て も 学 習 が

可 能 に な る た め 、 平 和 教 育 は 直 接 的 暴 力 の 解 決 を 中 心 の 課 題 と す べ き で あ る と

竹 内 は 述 べ て い る 189。 し か し 、 フ レ イ レ の 視 点 か ら み れ ば 、 構 造 の 問 題 を い か

に 解 決 す べ き な の か と い う 問 い に 取 り 組 む こ と な し に 、「 紛 争 を 非 暴 力 的 に 解 決

す る 」 こ と は で き な い の で は な い か 。 第 ３ 章 で は こ う し た 点 を 、 平 和 教 育 の 文

脈 に お け る ロ ー ゼ ン バ ー グ と の 比 較 に よ っ て 、 改 め て 強 調 す る 。  

 

3-2. マ ー シ ャ ル ・ ロ ー ゼ ン バ ー グ と 非 暴 力 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン  

 

マ ー シ ャ ル ・ ロ ー ゼ ン バ ー グ は 、 前 章 で 取 り 上 げ た カ ー ル ・ ロ ジ ャ ー ズ に 大

き な 影 響 を 受 け 、 そ の 意 志 を 受 け 継 ぎ つ つ 、 新 た な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 方 法

を 創 り あ げ た 。 ロ ー ゼ ン バ ー グ も 自 ら の 実 践 を 暴 力 的 な 社 会 を 変 え る 実 践 と し

て 位 置 付 け 、 平 和 な 社 会 を 作 り 出 そ う と し て き た と い う 意 味 で 、 フ レ イ レ と の

共 通 点 が 見 ら れ る 。 そ の 一 方 で 、 両 者 に は ロ ジ ャ ー ズ と フ レ イ レ に 見 ら れ た よ

う な 相 違 点 も 存 在 す る 。 両 者 の 差 異 を 検 討 す る 前 に 、 ロ ー ゼ ン バ ー グ の 提 唱 し

た 非 暴 力 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に つ い て 紹 介 し た い 。  

マ ー シ ャ ル ・ ロ ー ゼ ン バ ー グ は ア メ リ カ の 心 理 学 者 で あ り 、 非 暴 力 コ ミ ュ ニ

ケ ー シ ョ ン（ NVC：NonViolent Communication）と い う 方 法 を 創 り あ げ 、提 唱

し た 。NVC の 実 践 を ア メ リ カ の ほ か に 、ル ワ ン ダ な ど の 紛 争 地 、イ ン ド ネ シ ア 、

ク ロ ア チ ア 、 中 東 な ど さ ま ざ ま な 場 所 で 実 践 し て き た 。  

 

を 扱 う こ と に よ っ て 、 平 和 教 育 の 固 有 性 が 見 失 わ れ る と い う 課 題 は 学 問 対 象 が 拡 大 す る

こ と に 付 随 す る 普 遍 的 な 議 論 で あ る 。  

1 8 8  同 上 、 92 頁 を 参 照 の こ と 。  

1 8 9  同 上 、 91-92 頁 。  
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ジ ョ セ フ ・ ベ シ ジ ェ ・ バ ジ レ イ ク と ジ ッ タ ・ ジ マ ー マ ン は 「 マ ー シ ャ ル の 研

究 は 、 カ ー ル ・ ロ ジ ャ ー ズ と の 学 術 的 な 出 会 い に よ っ て さ ら に 大 き な 影 響 を 受

け た 。 人 間 中 心 主 義 の 研 究 を 行 っ て い た ロ ジ ャ ー ズ は ， ウ ィ ス コ ン シ ン 大 学 マ

デ ィ ソ ン 校 で マ ー シ ャ ル の 研 究 を 指 導 し 、NVC に お け る「 共 感 」に 大 き な 影 響

を 与 え た 」 190と 述 べ ，ロ ー ゼ ン バ ー グ の 思 想 に ロ ジ ャ ー ズ が 大 き な 影 響 を 与 え

た こ と を 示 唆 し て い る 。 ロ ー ゼ ン バ ー グ の NVC は ロ ジ ャ ー ズ を は じ め と す る

さ ま ざ ま な 思 想 家 や 実 践 家 の 思 想 を も と に 構 築 さ れ た 、 人 の 内 面 か ら 平 和 を 築

く た め の 具 体 的 な 方 法 191で あ る 。 と く に 、 エ ー リ ッ ヒ ・ フ ロ ム や マ ハ ト マ ・ ガ

ン ジ ー の 思 想 か ら 多 く を 学 ん で い る 。  

ま た 、NVC は 紛 争 解 決・転 換 学 習 の 実 践 で あ る 、よ り 包 括 的 な「 非 暴 力 ト レ

ー ニ ン グ 」の 一 部 で あ る 192。NVC は 日 常 の な か で 自 ら 平 和 を 築 い て い く 具 体 的

な 方 法 に 着 目 し 、 深 層 心 理 や 社 会 心 理 学 の 理 論 に も と づ い て つ く ら れ た 。 そ し

て 、 日 常 か ら の 平 和 構 築 を 目 指 す 新 し い 実 践 と し て 、 世 界 各 地 で 注 目 さ れ て い

る 。ト リ シ ュ・デ ィ キ ン ソ ン は NVC を 国 際 連 合 教 育 科 学 文 化 機 関（ UNESCO）

が 提 唱 す る 「 平 和 の 文 化 」 の 重 要 な 構 成 要 素 で あ る と 主 張 す る 193 。 NVC は

UNESCO 憲 章 の 前 文 に あ る「 戦 争 は 人 の 心 の 中 で 生 ま れ る も の で あ る か ら 、人

の 心 の 中 に 平 和 の 砦 を 築 か な け れ ば な ら な い 」 と い う 考 え 方 を 具 現 化 し た も の

で あ り 、 人 の 心 に 内 な る 平 和 を 築 こ う と す る 試 み で あ る 。  

 
1 9 0  Bazirake, Joseph Besigye and Gitta Zimmermann, “Peace Profile: Marshall Rosenberg”, 

Peace Review: A Journal of Social Justice , vol. 30, 2018, p.248.  

1 9 1  し か し な が ら 、 NVC は 単 な る 方 法 や ス キ ル と い う だ け で は な い 。「 NVC は 、 考 え 方 と

言 語 を 組 み 合 わ せ た も の で あ り 、 特 定 の 意 図 に 向 け て 力 を 行 使 す る 手 段 で も あ り ま

す 」 と 、 ロ ー ゼ ン バ ー グ は い う 。（ マ ー シ ャ ル ・ ロ ー ゼ ン バ ー グ 『「 わ か り あ え な い 」

を 越 え る 』（ 今 井 麻 希 子 ほ か 訳 ） 海 土 の 風 、 2021 年 、 39 頁 。） 人 間 本 来 の 性 質 と ロ ー ゼ

ン バ ー グ が 考 え る 、 自 分 自 身 や 他 者 の 幸 福 に 貢 献 す る と い う 考 え 方 と 、 そ れ を 実 現 す

る た め の 具 体 的 な 手 段 が Ｎ Ｖ Ｃ な の で あ る 。  

1 9 2  「 狭 義 の 平 和 教 育 」の な か で も 、非 暴 力 ト レ ー ニ ン グ を 含 む コ ン フ リ ク ト 解 決 教 育 は 新

し い 平 和 教 育 の 一 つ で あ り 、 こ れ ま で の 平 和 教 育 の 課 題 で あ っ た 平 和 創 造 の 理 念 と 現 実

の 乖 離 を 埋 め ら れ る 実 践 で あ る と 竹 内 は 指 摘 し て い る 。 し か し 、 新 し い 平 和 教 育 は こ れ

ま で の 豊 か な 蓄 積 を 踏 ま え て い な い と い う 危 う さ も 内 包 し て い る 。（ 竹 内 、前 掲 書 、114‐

119 頁 を 参 照 の こ と 。）  

1 9 3 Dickinson, Trish, “Non-Violent Communication, Compassionate Communication”, 

Medicine, Conflict  and Survival , vol. 14, 1998, p.56.  
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3-2-1. 非 暴 力 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 思 想  

 

日 常 生 活 で は 、 対 人 関 係 に お い て 、 一 方 的 な 決 め 付 け や 命 令 、 攻 撃 的 な 言 葉

な ど 直 接 的 な 暴 力 に よ っ て 他 者 を 傷 つ け る 場 面 が 多 く あ る 。NVC は そ の よ う な

日 常 の な か で 起 き る 暴 力 を 介 在 し た コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン と は 異 な る 、 も う 一 つ

の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 提 起 し て い る 。 暴 力 的 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン は 、 他 者

の み な ら ず 、 自 分 を も 傷 つ け て い る と ロ ー ゼ ン バ ー グ は い う 。 ゲ ル ト ・ ダ ニ エ

ル セ ン に よ れ ば 、 攻 撃 的 な 言 葉 や 態 度 を と っ て し ま う の は 、 自 分 が 本 当 に 必 要

と し て い る 「 ニ ー ズ 」 が 満 た さ れ て い な い か ら で あ る と ロ ジ ャ ー ズ は 主 張 し て

い る 。 そ れ が 暴 力 の 因 子 と な り 、 暴 力 的 な 行 動 へ と 表 面 化 す る 194。  

私 た ち が 普 段 行 っ て い る「 心 の 底 か ら の 訴 え を 遠 ざ け る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 」

は 、 自 分 に と っ て の 必 要 性 で は な く 、 支 配 者 に よ っ て 決 め ら れ た 規 範 に 従 う 形

で 実 行 さ れ る 。 自 分 に と っ て な に が 必 要 な の か で は な く 、 何 が 正 し く て 、 何 が

間 違 っ て い る の か と い う 思 考 に も と づ い て 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が 行 わ れ て い

る 。 そ の よ う な 思 考 が 心 の 習 慣 に な り 、 自 分 の 内 面 で は な く 、 外 の 権 威 を 基 準

に 合 わ せ て 行 動 を す る 「 従 順 な 奴 隷 状 態 」 に 私 た ち は 置 か れ て い る 195。  

 

ウ ォ ル タ ー ・ ウ ィ ン ク が 指 摘 す る よ う に 、組 織 、構 造 、政 府 は 独 自 の 精 神 性

を も っ て い る 。そ の よ う な 環 境 の な か で 、人 々 は そ の 精 神 性 を 支 え る 方 法 で

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を と る 。非 暴 力 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン は 、ど の よ う な 構 造

で あ っ て も 、そ れ を 切 り 開 い て 、そ の な か に い る 人 間 を 見 る 方 法 を 示 し て い

る 196。  

 

つ ま り 、 私 た ち は 普 段 自 ら の ニ ー ズ で は な く 、 だ れ か に 押 し 付 け ら れ た 基 準

 

1 9 4  Danielsen, Gert, “Meeting Human Needs, Preventing Violence: Applying Human Needs 

Theory to the Conflict  in Sri Lanka” ,  Universidad del Salvador Buenos Aires, USAL, 2005, 

p.3.  

1 9 5  マ ー シ ャ ル ・ ロ ー ゼ ン バ ー グ 『 NVC― 人 と 人 と の 関 係 に 命 を 吹 き 込 む 法 ―』（ 安 納

献 ほ か 監 訳 ） 日 本 経 済 新 聞 出 版 社 、 2012 年 、 53 頁 。  
1 9 6  Rosenberg, Marshall , Speak Peace in a World of Conflict:  What You Say Next Will  

Change Your World, Puddle Dancer Press,  2005, pp.138-139 
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に 沿 っ て 行 動 し 、そ の 考 え 方 を 支 え る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 取 り 方 を し て い る 。

こ の よ う な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 取 り 方 で は 、 自 分 の ニ ー ズ が 満 た さ れ る 確 率

が 低 く 、 そ れ が 暴 力 的 な 表 現 と な り 、 表 出 し て し ま う 。  

そ の よ う な 意 味 で 、 自 分 の 内 面 の ニ ー ズ に 従 お う と す る NVC は 、 支 配 の 言

語 か ら 私 た ち を 解 放 す る も の で も あ る 。 だ れ か あ る い は な に か に 押 し つ け ら れ

た 言 動 で は な く 、 つ ね に 自 ら の ニ ー ズ と つ な が る こ と で 自 分 の 本 当 に 望 む 選 択

を し 、 行 動 を す る 。 そ の 選 択 と 行 動 に よ っ て 自 ら の 意 識 と 生 き 方 が 変 わ り 、 他

者 と の 関 係 が 変 わ る 。「 ニ ー ズ 」 は 、 通 常 、 社 会 構 造 に よ っ て 隠 さ れ て い る が 、

本 来 、 人 類 は み な 普 遍 的 な ニ ー ズ を 共 有 し て い る 。 し た が っ て 、 お 互 い の 「 ニ

ー ズ 」 と つ な が り あ い 、 そ れ を 満 た そ う と す る こ と で 、 自 分 も 相 手 も 傷 つ け な

い コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を と る こ と が 可 能 に な る 。 直 接 的 暴 力 を な く す こ と を 目

指 し 、 自 分 と 他 者 と の 間 に 平 和 の 文 化 を 築 こ う と す る NVC は 「 狭 義 の 平 和 教

育 」 に と っ て き わ め て 実 践 的 な 試 み で あ る 。  

 

3-2-2. ロ ー ゼ ン バ ー グ の 社 会 変 革 の 戦 略  

 

ロ ー ゼ ン バ ー グ は NVC を 足 が か り と し た 社 会 変 革 を も 目 指 し て い る 197。  

 

は じ め に 、 自 分 自 身 に 従 お う と す る 戦 略 を 教 え て あ げ よ う 。 現 時 点 で そ れ

が ベ ス ト だ と 思 っ て い る 。 そ れ は 、 自 分 自 身 の な か の パ ラ ダ イ ム を 変 え る

こ と で あ る 。 そ れ は 自 分 自 身 が プ ロ グ ラ ム さ れ て い る 方 法 か ら 自 分 自 身 を

解 放 し 、 自 分 が 選 ん だ 生 き 方 や 自 分 の 心 に も っ と も 響 い た 物 語 を 反 映 さ せ

る 方 法 と 調 和 す る こ と で あ る 。 い い か え る と 、 自 分 の な か で 選 ば れ た 世 界

を つ く ろ う と す る こ と 。 平 和 は 自 分 自 身 か ら 始 ま る 198。  

 

ロ ー ゼ ン バ ー グ は 、暴 力 的 な 人 間 関 係 が 確 立 さ れ る 背 景 に は 、外 部 か ら 押 し

 

1 9 7  詳 し く は 、 Rosenberg, Marshall The Heart of Social Change: How You Can Make a 

Difference in Your World, Puddle Dancer Press, 2004.  あ る い は Rosenberg, Speak Peace 

in a World of Conflict .を 参 照 の こ と 。  

1 9 8  Rosenberg, The Heart of Social Change, p.2.  
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付 け ら れ 、知 ら ず 知 ら ず の う ち に 内 面 化 さ れ た「 物 語 」199が あ る と 考 え て い る 。

「 物 語 」 は そ の な か で 生 活 す る 人 び と に 影 響 を 与 え 、 人 び と は 「 物 語 」 に 調 和

す る よ う な 生 き 方 や ふ る ま い を お こ な う 。 そ の 「 物 語 」 は 神 学 者 で あ る ウ ォ ル

タ ー ・ ウ ィ ン ク に よ れ ば 、「 暴 力 を 礼 賛 す る 物 語 」 で あ る 200。「 暴 力 を 礼 賛 す る

物 語 」 と そ の 影 響 に つ い て 片 野 淳 彦 は 以 下 の よ う に 述 べ て い る 。  

 

ウ ィ ン ク に よ れ ば「 贖 罪 的 暴 力 の 神 話 」と は 、暴 力 を 通 じ て 秩 序 が カ オ ス に

勝 利 す る 説 話 形 式 を い う 。 こ れ は 征 服 に よ る 支 配 を 正 当 化 す る イ デ オ ロ ギ

ー で あ り 、 宗 教 に は 権 力 や 特 権 を 正 当 化 す る 役 割 が 期 待 さ れ 、 平 和 は 戦 争

を 通 じ て 、 安 全 は 力 の 行 使 を 通 じ て 実 現 す る 。 イ エ ス の 十 字 架 は ま さ に 暴

力 に よ る 贖 罪 で あ り 、罪 の な い「 神 の 子 」が 罪 深 い 人 間 に 代 わ っ て 暴 力 的 な

罰 を 受 け る こ と で 、 万 人 の 罪 が 払 拭 さ れ た と 理 解 さ れ る 。 こ う し た 世 界 観

は も は や キ リ ス ト 教 思 想 に 留 ま ら ず 、 子 ど も 向 け ア ニ メ や ゲ ー ム 、 漫 画 や

映 画 な ど の 娯 楽 、メ デ ィ ア 、ス ポ ー ツ 、外 交 政 策 、国 家 安 全 保 障 、ナ シ ョ ナ

リ ズ ム 、 テ レ ビ 伝 道 活 動 な ど 社 会 全 体 に 広 範 に み ら れ る 201。  

 

キ リ ス ト 教 の 神 話 の な か で 現 れ た 「 物 語 」 は さ ま ざ ま な 媒 体 を と お し て 受 け

継 が れ て お り 、 学 校 で 教 え ら れ る 歴 史 の な か や テ レ ビ の な か で 見 受 け ら れ る 。

「 善 き 」 ヒ ー ロ ー は 悪 を 罰 す る こ と に 決 ま っ て い る 。 そ の よ う な 暴 力 を 礼 賛 す

る 「 物 語 」 は そ の な か で 生 活 す る 人 び と に 影 響 を 与 え 、 人 び と は 「 物 語 」 に 調

和 す る よ う に ふ る ま い 、 生 き る 。 よ き 人 が 悪 い 人 を 倒 す 勧 善 懲 悪 を 善 き 生 と み

な し て お り 、 そ れ が 現 在 私 達 を 取 り 巻 い て い る 物 語 で あ る と ロ ー ゼ ン バ ー グ は

述 べ て い る 。 そ し て 、 そ の よ う な 「 物 語 」 を 支 え る 精 神 性 を 変 え る 必 要 性 に つ

い て 語 っ て い る 。 外 の 権 威 に よ っ て 定 め ら れ た 基 準 で は な く 、 自 分 の ニ ー ズ に

 

1 9 9  ロ ー ゼ ン バ ー グ の い う 物 語 と は 、 文 化 的 な 神 話 あ る い は 基 本 的 な パ ラ ダ イ ム と 言 い 換

え ら れ て い る 。 そ の 物 語 は 私 た ち を 取 り 囲 ん で い て 、 そ の 物 語 に 従 っ て 生 き る よ う プ ロ

グ ラ ム 化 さ れ て し ま っ て い る と い う 。（ ibid, pp.8-9.）  

2 0 0  詳 し く は 、片 野 淳 彦「 キ リ ス ト 教 に お け る 平 和 の 思 想 と 課 題 」『 PRIME』第 37 巻 、2014

年 、53-54 頁 あ る い は ウ ォ ル タ ー・ウ ィ ン ク『 イ エ ス と 非 暴 力 ―第 三 の 道 』（ 志 村 真 訳 ）

新 教 出 版 、 2006 年 を 参 照 の こ と 。  
2 0 1  片 野 、 前 掲 論 文 、 53-54 頁 。  
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従 っ て 生 き よ う と す る こ と で 、 生 き 方 が 変 化 す る 。 自 分 の 望 む 世 界 と は な に か

を 明 ら か に し 、 そ の 世 界 を 作 り 出 せ る よ う な 精 神 性 を 生 き る こ と で 社 会 が 変 革

さ れ る と ロ ー ゼ ン バ ー グ は 考 え て い る 。 つ ま り 、 そ れ は 社 会 変 革 が 人 び と の 精

神 性 の 変 化 か ら 始 ま り 、 そ の 精 神 性 に そ っ た 今 ま で と は 異 な る 社 会 の 物 語 を 自

ら 選 択 す る こ と に よ っ て な さ れ る こ と を 示 し て い る 。NVC は 自 分 の 内 な る 声 に

耳 を 傾 け 、 自 分 の 望 む 「 物 語 」 に そ っ て 生 き よ う と す る こ と で 、 社 会 を 変 え て

い こ う と す る 試 み で あ る 。  

 

3-3. フ レ イ レ の 暴 力 論  

 

で は 、 フ レ イ レ は 暴 力 を ど の よ う に 考 え て い た の か 。 フ レ イ レ は 直 接 的 な 暴

力 の み な ら ず 、 搾 取 な ど の 抑 圧 状 況 は そ れ 自 体 が 暴 力 で あ る と 主 張 す る 。 な ぜ

な ら 抑 圧 状 況 は よ り ゆ た か な 人 間 に な る と い う 人 間 の 倫 理 的 、 歴 史 的 使 命 を 妨

げ る か ら で あ る 202。 そ の 暴 力 は 一 つ の 過 程 と し て 、 抑 圧 者 の 世 代 か ら 世 代 へ と

受 け 継 が れ 、抑 圧 者 が 暴 力 の 相 続 人 と な り 、暴 力 の 風 土 の な か で 形 成 さ れ る 203。 

 

ひ と た び 暴 力 と 抑 圧 状 況 が 確 立 し て し ま う と 、 そ こ に 巻 き 込 ま れ て い る 人

び と 、つ ま り 、抑 圧 者 と 被 抑 圧 者 の 双 方 の 全 生 活 様 式 を 、そ れ は つ く り だ し

て し ま う 。 ど ち ら の 側 も 、 こ の 状 況 に ど っ ぷ り と 漬 か り 込 ん で い る あ い だ

に 、 抑 圧 的 社 会 の 行 動 様 式 の 特 徴 を 身 に つ け て い く の で あ る 。 そ れ が 暴 力

の 落 と し 児 で あ る こ と 、 権 力 を も つ 人 間 た ち が う ち 立 て た 暴 力 支 配 に 発 祥

す る も の で あ る こ と は 、 す こ し く 背 景 を 見 る だ け で 明 瞭 で あ る 。 暴 力 は 抑

圧 者 の 世 代 か ら 世 代 へ と 受 け わ た さ れ て い く 。 か れ ら は 暴 力 の 相 続 人 と な

り 、 暴 力 の 風 土 の な か で み ず か ら を か た ち づ く る 204。  

 

し た が っ て 、 一 見 す る と 、 抑 圧 者 と 被 抑 圧 者 の 個 人 同 士 の 紛 争 の よ う に み え

 

2 0 2  フ レ イ レ 『 被 抑 圧 者 の 教 育 学 』 36 頁  

2 0 3  フ レ イ レ 、 同 上 、 41 頁 。  

2 0 4  里 見 実『 パ ウ ロ・フ レ イ レ「 被 抑 圧 者 の 教 育 学 」を 読 む 』太 郎 次 郎 社 エ デ ィ タ ス 、2010

年 、 87 頁 、『 被 抑 圧 者 の 教 育 学 』 の 翻 訳 部 分 。  
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て も 、 そ の 関 係 性 の な か に 構 造 的 な 問 題 が 潜 ん で お り 、 暴 力 の 風 土 そ の も の を

変 え な い 限 り 、 暴 力 を 克 服 す る こ と は 困 難 で あ る 。 さ ら に い え ば 、 現 代 社 会 で

暴 力 の 問 題 を 考 え る 際 に 、 単 純 に 抑 圧 者 で あ る 人 間 と 被 抑 圧 者 で あ る 人 間 が は

っ き り と 二 分 さ れ て い る と い う 状 況 は な か な か 見 ら れ な い 。 む し ろ 支 配 構 造 は

重 層 化 し て お り 、 自 ら が 抑 圧 者 に も 被 抑 圧 者 に も な り う る 。 す る と 単 純 に 「 垂

直 的 な 暴 力 」だ け を 考 慮 に い れ て 考 え る こ と は で き な い 。「 垂 直 暴 力 」が い わ ゆ

る 抑 圧 者 か ら 被 抑 圧 者 へ と 向 け ら れ た 暴 力 で あ る な ら 、「 水 平 暴 力 」205は 被 抑 圧

者 か ら 被 抑 圧 者 に 向 け ら れ た 暴 力 で あ る 。 被 抑 圧 者 は 自 分 自 身 の 内 面 に 抑 圧 者

を 宿 し 、 そ れ を 内 面 化 す る こ と で 、 抑 圧 者 と 同 じ よ う な 行 動 を と る 。     

し か し 、 抑 圧 者 と の 同 化 と い う 被 抑 圧 者 の 願 望 が 実 現 さ れ る 可 能 性 は 抑 圧 的

な 社 会 構 造 に よ っ て 大 幅 に 制 限 さ れ て い る 。 こ の 厳 し い 現 実 に 直 面 し た と き 、

自 ら の 内 面 の 意 識 を 発 見 す る ま で は 、 抑 圧 状 況 に 対 し て 宿 命 的 な 態 度 を と る 206。

こ う し た 状 況 に い ら だ ち 、 さ さ い な 理 由 で 水 平 暴 力 を 発 揮 す る 。 被 抑 圧 者 は 自

ら と 同 じ よ う に 内 面 に 抑 圧 者 を 宿 し た 仲 間 に 対 し て 、 暴 力 を ふ る い 、 時 に は 反

対 に そ の 仲 間 か ら も 暴 力 を 振 る わ れ る の だ が 、 そ れ は か れ ら が 間 接 的 に し か 、

抑 圧 者 を 攻 撃 で き な い こ と を 意 味 し て い る 207。  

支 配 は 「 伝 達 」 と い う 世 界 の 見 方 の 一 方 的 な 押 し つ け に よ っ て 行 わ れ る 。 抑

圧 者 に よ る 伝 達 は 抑 圧 者 の イ デ オ ロ ギ ー を 植 え 付 け る こ と に よ っ て 、 考 え る 余

地 を 与 え ず 、 被 抑 圧 者 の 声 を 奪 い 、 従 順 な 奴 隷 へ と 変 え て い く 。 支 配 者 が 自 ら

の 世 界 観 を 共 有 さ せ る こ と で 抑 圧 状 況 を 維 持 で き る と し た ら 、 そ の 世 界 観 に よ

っ て 規 定 さ れ た 抑 圧 状 況 を 、 対 話 に よ っ て 検 討 に さ ら し 、 そ の 状 況 を 変 え て い

こ う と す る 行 為 に よ っ て 、 社 会 は 変 革 さ れ る 。 こ こ に 「 意 識 化 」 と い う フ レ イ

レ の 重 要 な 概 念 が 成 立 す る 。 フ レ イ レ に よ る と 、 社 会 変 革 の 第 一 歩 は 、 自 分 が

内 面 化 し て い る 暴 力 的 な 構 造 を 対 象 化 し て 分 析 し 、 自 分 の 内 面 の 二 重 性 に 気 付

 

2 0 5  フ レ イ レ 『 被 抑 圧 者 の 教 育 学 』 48-49 頁 に よ る と 、「 水 平 暴 力 」 と い う 概 念 自 体 は 、 フ

ラ ン ツ ・ フ ァ ノ ン の 考 え に 大 き な 影 響 を 受 け て い る 。（ フ ラ ン ツ ・ フ ァ ノ ン『 地 に 呪 わ れ

た る 者 』（ 鈴 木 道 彦 ・ 浦 野 衣 子 訳 ） み す ず 書 房 、 1996 年 を 参 照 の こ と 。）  

2 0 6  松 岡 靖 「 フ レ イ レ 教 育 学 に お け る 「 被 抑 圧 者 の 二 重 性 」 と 「 命 名 」 の 分 析 」『 名 古 屋 大

學 教 育 學 部 紀 要  教 育 学 科 』  第 43 巻 、 第 2 号 、 1996 年 、 81 頁 。  

2 0 7  フ レ イ レ 『 被 抑 圧 者 の 教 育 学 』 47-49 頁 。  
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き 、 そ の よ う な 暴 力 的 な 構 造 そ の も の を 変 革 し よ う と す る 意 志 を も つ こ と で あ

る 。  

 

3-3-1. フ レ イ レ の 社 会 変 革 の 思 想  

 

フ レ イ レ は 抑 圧 状 況 を 暴 力 と 考 え 、 抑 圧 状 況 そ の も の の 転 換 を 必 要 と し て い

た 。 暴 力 は 風 土 と な り 受 け 継 が れ る 。 そ の 暴 力 の 連 鎖 を 止 め る た め に は 、 暴 力

を ふ る う 人 の 意 識 や 行 動 を 変 え れ ば い い と い う わ け で は な い 。「 水 平 暴 力 」が そ

う で あ っ た よ う に 、 意 識 や 行 動 は 構 造 に よ っ て 影 響 を 受 け る た め 、 そ の 構 造 を

明 ら か に し 、 変 革 す る こ と は 暴 力 の 克 服 に お い て 重 要 で あ る 。  

だ か ら と い っ て 、 フ レ イ レ は 単 純 に 「 人 間 の 意 識 を 現 実 の 単 な る コ ピ ー 」 208

と み な す こ と は し な い 。 フ レ イ レ は 世 界 が 人 間 の 意 識 を 完 全 に 規 定 す る わ け で

も 、 純 粋 に 人 間 の 意 識 が 変 わ れ ば 世 界 が 変 わ る と も 考 え て い な い 。 世 界 と 人 間

は 絶 え ざ る 相 互 作 用 の な か に 存 在 す る と フ レ イ レ は 強 調 す る よ う に 、 世 界 は 自

分 た ち を 取 り 巻 き 、 そ こ に お け る 生 き 方 や 人 間 関 係 に 影 響 を 与 え る が 、 人 間 は

た ん に 現 実 に 埋 没 す る だ け で は な い 209。 現 実 と の 密 着 を 断 ち 切 る こ と が で き る

人 間 は 「 み ず か ら の 与 え ら れ た 生 に 、 み ず か ら が つ く り だ す 生 活 （ existence）

を 付 け 加 え る 」 210こ と が で き る 。 そ れ は 松 岡 の 言 葉 を 借 り る と 以 下 の よ う に 言

い 換 え ら れ る か も し れ な い 。  

 

世 界 と 自 己 を 変 え る エ ネ ル ギ ー は 従 来 と 異 な る 自 己 の 在 り 方 を 選 択 す る こ

と か ら 生 ま れ て く る 。 そ の と き 、 あ る べ き 自 己 が 実 現 さ れ る 状 況 に 今 あ る

世 界 を 変 容 さ せ る こ と が 、世 界 と と も に あ る 人 間 に と っ て の 課 題 と な る 211。 

 

 

2 0 8  原 安 利 、 森 川 直  「 パ ウ ロ ・ フ レ イ レ の 教 育 論 に お け る 「 意 識 化 」 概 念 に 関 す る 哲 学 的

探 究―『 自 由 の た め の 文 化 行 動 』 を 中 心 に―」 『 研 究 集 録 』 第 139 巻 、 2008 年 、 27

頁 。  

2 0 9  フ レ イ レ 『 被 抑 圧 者 の 教 育 学 』 28 頁 。  

2 1 0  フ レ イ レ 『 自 由 の た め の 文 化 行 動 』 60 頁 。  

2 1 1  松 岡 、 前 掲 論 文 、 82 頁 。  
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社 会 変 革 の た め に は 、 自 分 の 意 識 や 考 え 方 を 検 討 に さ ら す と 同 時 に 、 そ れ を

規 定 し 、 取 り 巻 く 世 界 の 変 容 が 求 め ら れ る 。 し た が っ て フ レ イ レ の 社 会 変 革 の

実 践 は 社 会 構 造 を 変 革 さ せ る た め に 社 会 に 介 入 す る 行 動 が 伴 う 。 そ し て 、 そ の

社 会 構 造 を つ ね に 省 察 の 対 象 に す る 。 世 界 の な か に い る だ け で も 、 世 界 の そ と

に い る だ け で も な く 、 世 界 と と も に あ る 人 間 が 社 会 を 創 り 、 変 え て い く の だ 。  

 

3-3-2. 水 平 暴 力 の 克 服 に 向 け て  

 

し か し 、 フ レ イ レ は 晩 年 、 た ん に 権 力 の 奪 取 だ け で は 社 会 は 変 革 さ れ な い と

考 え る よ う に な っ て い た 212。 権 力 を 保 持 し て い る の は 国 家 だ け で は な い 。自 分

た ち が 普 段 密 接 に 関 わ る 学 校 や 自 治 体 、 会 社 な ど に も 支 配 ・ 被 支 配 の 構 造 は 存

在 し て い る 。し た が っ て 、権 力 を 奪 取 す る た め の 大 き な 変 革 で は な く 、む し ろ 、

そ れ に 抵 抗 し て い く た め の 力 を 創 出 し 、 他 者 と の 連 帯 を つ う じ た 社 会 運 動 の 意

義 を 強 調 し て い っ た 213。 そ の よ う な 自 ら の 日 常 生 活 で 与 え ら れ た 場 で 運 動 を 起

こ す こ と の 重 要 性 を フ レ イ レ は 語 っ て い る 214。  

つ ま り 、 フ レ イ レ は 社 会 構 造 の 変 革 と い う 大 き な 目 的 を 視 野 に い れ つ つ 、 日

常 の さ ま ざ ま な 場 面 に お け る 平 和 創 造 の 必 要 性 も 認 識 し て い た 。 た だ し 、 フ レ

イ レ は 平 和 の 実 践 の 具 体 的 な 「 方 法 」 は 示 せ ず に い た 。 上 述 の ロ ー ゼ ン バ ー グ

に よ る 非 暴 力 ト レ ー ニ ン グ や NVC は 、ま さ に そ の た め に 有 意 義 な 方 法 で あ り 、

そ の 意 義 は 、 フ レ イ レ が 残 し た 課 題 の 克 服 、 と い う 観 点 か ら 評 価 で き る 。 と く

に 内 面 に す り こ ま れ た 支 配 者 の 存 在 に 気 付 か せ る と い う 意 味 で き わ め て 重 要 な

方 法 で あ る 。  

非 暴 力 を 貫 き 通 し た ガ ン ジ ー は 非 暴 力 を 徹 底 す る た め に は 、「 ト レ ー ニ ン グ 」

 

2 1 2  Giuseppe, Franz “The Overcoming of Violence: Paulo Freire on the Use of Violence 

for Social Transformation” ,  KRITIKE, vol. 10, no. 2, 2016, pp.78-80.  
2 1 3  Ibid., pp.78-80. と 、 ヘ ン リ ー ・ ジ ル ー 「 可 能 性 と し て の 教 育 の 地 平 」（ 市 橋 秀 夫 、 能

山 文 香 訳 ）『 新 日 本 文 学 』 第 41 号 、 1986 年 、 37 頁 と 、 向 山 恭 一 「「 余 白 」 の な か の

「 希 望 」」『 情 況 』 第 3 巻 、 第 5 号 、 2002 年 、 92 頁 な ど を 参 照 の こ と 。 そ の こ と を フ レ

イ レ は reinvention of power（ 権 力 の 再 発 明 ） と 呼 ん だ 。 詳 し く は Freire, Paulo and 

Donaldo Macedo, Literacy :  Reading the Word and the World , Routledge, 1987 を 参 照

の こ と 。  

2 1 4  Giuseppe, op.cit . , pp.78-80.  
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が 必 要 だ と 考 え て い た 。 暴 力 的 な 行 動 は 長 い 時 間 を か け て 自 分 の 身 体 に 染 み つ

い た も の で あ り 、 そ こ か ら 脱 却 す る に は 、 日 々 の 繰 り 返 し の 実 践 が 不 可 欠 で あ

る 。  

 

3-3-3. ロ ー ゼ ン バ ー グ と フ レ イ レ の 違 い  

 

ロ ー ゼ ン バ ー グ は NVC に よ っ て 社 会 変 革 を 目 指 し 、 フ レ イ レ も 社 会 を 変 革

す る た め に 識 字 教 育 を 実 践 し て き た 。 両 者 と も に す べ て の 人 が 人 間 ら し く 生 き

る こ と が で き る 社 会 に 向 け て 実 践 を 行 っ て い た 点 は 共 通 し て い る と 言 え よ う 。

し か し 、 ロ ー ゼ ン バ ー グ は 、 意 識 の 変 化 に よ っ て 、 異 な る 社 会 の 物 語 を 自 ら 選

択 し 、 そ れ に 合 う よ う な 生 き 方 を す る こ と で 、 社 会 は 変 わ る と 考 え た 。 ロ ー ゼ

ン バ ー グ は 暴 力 的 な 人 間 関 係 が で き る 背 景 に は 、「 物 語 」が あ る と い う 。し た が

っ て 、 そ の よ う な 「 物 語 」 を 支 え る 精 神 性 （ ス ピ リ チ ュ ア リ テ ィ ） を 変 え る 必

要 性 に つ い て 語 っ て い る 。  

 

私 た ち の 望 む 類 の 世 界 を は っ き り さ せ よ う 、 そ し て そ の よ う に 生 き 始 め よ

う 。私 た ち が 異 な る ス ピ リ チ ュ ア リ テ ィ で 生 き 始 め よ う と す れ ば す る ほ ど 、

私 た ち は 社 会 を 変 革 し 始 め て い る 。 そ こ で と ま る の で は な く 、 私 た ち が こ

れ ま で と 異 な る ス ピ リ チ ュ ア リ テ ィ を 生 き た 瞬 間 、そ の 度 合 い に 関 わ ら ず 、

社 会 変 革 は 始 ま る 215。  

 

ロ ー ゼ ン バ ー グ に よ れ ば 、 社 会 を 変 革 す る た め に は 、 自 分 の 望 む 社 会 を 想 像

し 、 そ れ は ど の よ う な ニ ー ズ が 満 た さ れ る 社 会 な の か を 考 え 、 そ の ニ ー ズ を 満

た す よ う に 生 き る こ と で あ る 。 そ れ は 意 識 の 変 化 と も 言 い 換 え ら れ 、 フ レ イ レ

の 社 会 変 革 構 想 も 意 識 の 変 革 を 含 ん で い る 点 で 、両 者 は 共 通 し て い る 。し か し 、

フ レ イ レ は た ん に 意 識 の 変 革 だ け を 目 指 し て い た わ け で は な い 。 人 間 の 意 識 を

変 え れ ば 、 社 会 が 変 わ る と は フ レ イ レ は 考 え て い な い 。 む し ろ 、 そ の 意 識 は 構

 
2 1 5  Rosenberg, The Heart of Social Change, p.6.  
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造 に よ っ て も 影 響 さ れ る と 考 え て い た た め 、 意 識 に 影 響 を 与 え る 構 造 に つ い て

明 ら か に し 、そ の 構 造 を 変 革 す る こ と を 目 標 と し て い た 。フ レ イ レ が ド ナ ル ド・

マ シ ー ド と の 対 談 で 、 社 会 を 政 治 的 ・ イ デ オ ロ ギ ー 的 に 分 析 す る 必 要 に つ い て

語 っ て い る 場 面 で も 、 そ の よ う な 考 え が 伺 え る 216。 人 間 の 意 識 や 行 動 は 構 造 に

よ っ て 影 響 を 受 け て い る 。 し た が っ て 、 社 会 構 造 の 変 革 を 目 指 す こ と な く 、 個

人 の 暴 力 性 の 解 除 の み に 焦 点 を あ て 、 紛 争 を 非 暴 力 的 に 解 決 し 、 暴 力 の な い 社

会 を 創 っ て い く こ と は フ レ イ レ の 視 点 か ら み る と 困 難 で あ る 。  

一 方 、 ロ ー ゼ ン バ ー グ は 意 識 の 変 化 が 自 分 や 他 者 の 行 動 を 変 え 、 社 会 を 変 え

る こ と に つ な が る と 考 え て い る 。 つ ま り 、 外 の 権 威 に よ っ て 定 め ら れ た 基 準 で

は な く 、 自 分 の 真 の ニ ー ズ に つ ね に 気 付 き 、 真 の ニ ー ズ に 従 っ て 生 き る こ と で

あ る 。 他 方 、 そ れ だ け で は 社 会 は 変 革 さ れ な い と い う の が フ レ イ レ の 主 張 で あ

る 。 フ レ イ レ は 、 自 分 た ち の 意 識 を 変 え る 重 要 性 を 主 張 す る 一 方 で 、 そ れ ら に

影 響 を 与 え て い る 社 会 構 造 を 変 革 す る 必 要 性 に つ い て 語 っ て い る 。 自 分 た ち を

取 り 巻 く 社 会 構 造 を 政 治 的 に 、 イ デ オ ロ ギ ー 的 に 分 析 し 、 そ の 状 況 を 変 革 す る

社 会 的 政 治 的 な 介 入 ま で を 含 ん で「 意 識 化 」と い っ て い る ゆ え ん は そ こ に あ る 。

前 の 節 で も 述 べ て き た よ う に 、 フ レ イ レ は 世 界 と 人 間 が 絶 え ざ る 相 互 作 用 に あ

る こ と を 指 摘 し て い る 。 フ レ イ レ は た ん に 意 識 の 変 革 だ け で は な く 、 私 た ち を

取 り 巻 く 社 会 構 造 を 政 治 的 ・ イ デ オ ロ ギ ー 的 に 分 析 し 、 そ れ を 変 革 す る 必 要 性

を 訴 え て い る 点 で 、 ロ ー ゼ ン バ ー グ と は 異 な っ て い る 。  

 

3－ 4. フ レ イ レ の 平 和 教 育 批 判  

 

ロ ー ゼ ン バ ー グ が 「 狭 義 の 平 和 教 育 」 に 位 置 づ く と し た ら 、 フ レ イ レ は 「 広

義 の 平 和 教 育 」 に 位 置 づ く ア プ ロ ー チ で あ る こ と は す で に 述 べ て き た 通 り で あ

る 。 し か し な が ら 、 フ レ イ レ 自 身 は そ も そ も 平 和 教 育 に 懐 疑 的 だ っ た 。 そ れ が

最 も 明 確 に 表 れ て い る の が 、 フ レ イ レ が ユ ネ ス コ で 1986 年 に 平 和 教 育 賞 を 受

賞 し た 際 の ス ピ ー チ で あ る 。  

 
2 1 6  Freire, Macedo, “A Dialogue”, p .380 .  
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私 は 世 界 中 の 名 も な く 、不 運 な 、搾 取 さ れ た 人 び と か ら 学 ん だ こ と が あ る 。

そ れ は 、 平 和 が 基 本 的 で 、 欠 か す こ と の で き な い も の だ と い う こ と 、 同 時

に 、平 和 は 闘 い と ら ね ば な ら な い と い う こ と で あ る 。平 和 と は 、現 実 や 社 会

生 活 の 倒 錯 し た 事 実 を 超 越 し て 創 造 さ れ 、 構 築 さ れ る べ き も の で あ る 。 平

和 は 永 続 的 な 社 会 正 義 の 構 築 の な か で つ く ら れ 、 発 展 す る 217。  

 

と こ ろ が 、 こ れ に 続 け て 既 存 の 平 和 教 育 に 対 す る 批 判 を フ レ イ レ は 行 っ て い

る 。  

 

私 が い わ ゆ る 平 和 教 育 を 信 用 し て い な い 理 由 は 、 社 会 の 不 正 義 に 目 を 閉 じ

る だ け で な く 、 そ れ を 隠 し 、 そ こ に い る 犠 牲 者 を よ り 抑 圧 す る か ら で あ る

218。  

 

こ こ で 、 フ レ イ レ が 批 判 し て き た い わ ゆ る 平 和 教 育 と は 一 体 ど の よ う な も の

だ っ た の か 。平 和 教 育 に 携 わ っ て き た ケ ヴ ィ ン・ケ ス タ ー は 、「 フ レ イ レ 自 身 は 、

1986 年 の「 平 和 教 育 に お け る ユ ネ ス コ 賞 」の 受 賞 ス ピ ー チ の な か で 、平 和 教 育

に お い て 権 力 の 批 判 が 回 避 さ れ て い る こ と に 異 議 を 唱 え て い る 」 219と 指 摘 す る 。 

ま た 、 ベ テ ィ ・ リ ア ド ン も 同 様 の 理 由 で 初 期 の 平 和 教 育 を 批 判 し て い る 220。

彼 女 は 「 包 括 的 平 和 教 育 」 を 提 唱 し た 平 和 教 育 学 者 で あ り 、 フ レ イ レ の 思 想 と

実 践 に 大 き な 影 響 を 受 け て い る 。 包 括 的 平 和 教 育 は あ ら ゆ る 暴 力 の 根 絶 と 「 平

和 の 文 化 」 の 実 現 に 向 け て 必 要 な 価 値 観 や 技 能 、 態 度 を 育 て る こ と を 目 指 し て

い る 。 そ れ は 人 権 教 育 、 開 発 教 育 、 軍 縮 教 育 な ど の 分 野 も 含 む 、 多 角 的 で 包 括

的 な 平 和 教 育 の こ と で あ る 。  

 
2 1 7  UNESCO, UNESCO PRIZE 1986 and 1987 for  Peace Education,  1988, p.27.

（ http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001229/122930Eo.pdf ）（ 最 終 閲 覧 日  2022 

年 1 月 7 日 ）  

2 1 8  Ibid., p.27.  

2 1 9  Kester, Kevin and Ashley Booth “ Education, Peace and Freire: A Dialogue

“ Development, vol. 53, no. 4, 2010, p.500. 

2 2 0  Reardon, Betty A.  and Dale T. Snauwaert,  Betty A. Reardon: A Pioneer in Education 

for Peace and Human Rights , Springer, 2015, pp.83-85.  
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リ ア ド ン に よ る と 「 あ る 特 定 の 感 情 に 触 れ れ ば 、 人 々 は 異 な る 行 動 を と り 、

暴 力 や 戦 争 を 減 ら す こ と が で き る と 仮 定 し て 、 主 に 感 情 を 重 視 し た ア プ ロ ー チ

を 支 持 す る 実 践 者 も い た 」221よ う に 、1960 年 代 ご ろ に ア メ リ カ で 行 わ れ て い た

平 和 教 育 で は 、 戦 争 の 残 虐 性 に 着 目 す る も の が 多 く み ら れ た 。 こ れ ら の プ ロ グ

ラ ム は 、 途 上 国 の 人 び と の 貧 困 と い う 非 人 道 的 な 状 況 に 焦 点 を 当 て て い た も の

の 、 世 界 経 済 の 構 造 的 な 分 析 を 提 供 す る も の で は な か っ た と リ ア ド ン は 述 べ て

い る 。 リ ア ド ン の 批 判 し た 初 期 の 平 和 教 育 で は 、 戦 争 の 恐 ろ し さ や 、 貧 困 に あ

え い で い る 人 び と へ の 同 情 と い っ た 感 情 的 な ア プ ロ ー チ が 強 調 さ れ た 。 そ の よ

う な 感 情 は 平 和 教 育 に お い て 非 常 に 重 要 で は あ る も の の 、 そ れ だ け で は 不 十 分

だ と い う の が 彼 女 の 主 張 で あ る 。 そ こ に は 、 戦 争 や 貧 困 を 生 み 出 す 世 界 の 構 造

の 分 析 や 批 判 が 伴 わ な け れ ば な ら な い 。  

平 和 教 育 を 批 判 し た フ レ イ レ の 目 に は 、 平 和 教 育 が 社 会 構 造 へ の 批 判 を 回 避

す る こ と で 、 抑 圧 的 な 社 会 構 造 を 維 持 し 、 抑 圧 さ れ た 人 々 の 存 在 を そ の 構 造 に

縛 り 付 け た ま ま に し て い る よ う に 映 っ て い た の だ ろ う 。 フ レ イ レ に よ れ ば 、 社

会 変 革 は 意 識 の 変 化 や 抑 圧 状 況 の 詳 細 な 分 析 だ け で は 実 現 さ れ ず 、 社 会 構 造 へ

の 批 判 と 、 そ の 構 造 を 変 革 す る た め の 行 為 が 求 め ら れ る 。 こ の 指 摘 は 、 前 節 で

述 べ た ロ ー ゼ ン バ ー グ の 社 会 変 革 の 視 点 に も よ く 当 て は ま っ て い る 。 そ し て 、

フ レ イ レ の 視 点 か ら 見 れ ば 、 社 会 構 造 の 理 解 や そ の 変 革 に は 焦 点 を あ て ず 、 直

接 的 な 暴 力 の 課 題 に の み 集 中 す る 「 狭 義 の 平 和 教 育 」 に も 同 様 の 批 判 が 向 け ら

れ よ う 。 つ ま り 、 フ レ イ レ の 暴 力 論 で 示 し た よ う に 、 人 間 は 構 造 に よ っ て 影 響

を 受 け て い る た め 、 構 造 の 問 題 を い か に し て 解 決 す る べ き か と い う 問 い に 応 え

る こ と な し に 、 暴 力 の な い 社 会 を 創 る の は 困 難 な の で あ る 。  

フ レ イ レ と 同 様 に 、 リ ア ド ン は 当 時 の 平 和 教 育 者 た ち が 政 治 的 な 領 域 を 避 け

て い た こ と を 批 判 し て い る 。 彼 女 に よ れ ば 、 政 治 的 で あ る こ と を 避 け る の で は

な く 、 む し ろ 「 状 況 は 、 特 定 の 政 治 的 選 択 に よ っ て も た ら さ れ た も の で あ り 、

新 し い 選 択 に よ っ て 変 え る こ と 、 改 善 す る こ と 、 新 し い 構 造 や 代 替 的 な シ ス テ

 
2 2 1  Ibid., p.83.  
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ム に よ っ て 変 革 さ せ る こ と が 可 能 で あ る 」 222と い う こ と を 学 習 者 が 理 解 す る こ

と の 方 が 重 要 で あ る 。 さ ら に 、 リ ア ド ン は 「 効 果 的 な 平 和 の 政 治 が な け れ ば 、

平 和 は 実 現 で き な い 。 効 果 的 な 政 治 教 育 が な け れ ば 、 平 和 の 政 治 は 存 在 し え な

い 。 私 は 人 権 学 習 こ そ が 平 和 の 政 治 の た め の 効 果 的 な 教 育 の 最 も 有 望 な 手 段 で

あ る と い う こ と を 提 案 し た い 」 223と い う 。 結 局 の と こ ろ 、 教 育 を 脱 政 治 化 す る

こ と で は 、 平 和 の 実 現 は で き ず 、 平 和 の 政 治 を つ く り だ す た め に は 、 政 治 教 育

が な く て は な ら な い 。  

そ し て 、 リ ア ド ン に よ れ ば 、 そ の た め の 「 人 権 学 習 は 、 フ レ イ レ の 政 治 教 育

学 を 現 代 化 し た も の 」 224で あ り 、 そ の 学 習 に は 全 体 性 、 批 判 的 な 学 習 、 変 革 へ

の コ ミ ッ ト メ ン ト が 不 可 欠 で あ る 225。た ん に 社 会 を 批 判 的 に 分 析 す る だ け で な

く 、 そ の 変 革 に 向 け て 行 動 を 起 こ す 、 つ ま り 、 変 革 へ の 関 与 が 必 須 で あ る と 訴

え て い る 点 で フ レ イ レ と リ ア ド ン は 共 鳴 し て い る 。 さ ら に い え ば 、 フ レ イ レ の

思 想 は 現 在 の 社 会 に 対 し て 異 議 申 し 立 て を 行 い つ つ 、 そ の 社 会 を 実 際 に 創 り 変

え る 市 民 を 育 て る と い う 意 味 で の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 教 育 を 含 ん で い る 。  

ま た 、 こ の よ う な フ レ イ レ の 教 育 は 平 和 学 研 究 者 の ヨ ハ ン ・ ガ ル ト ゥ ン グ の

「 積 極 的 平 和 」の 概 念 に も 通 じ る 。ガ ル ト ゥ ン グ の 積 極 的 平 和 は 、直 接 的 暴 力 、

構 造 的 お よ び 文 化 的 暴 力 の 不 在 と い う だ け で な く 、 直 接 的 平 和 、 構 造 的 平 和 、

文 化 的 平 和 な ど の 存 在 も 意 味 す る 226。ガ ル ト ゥ ン グ 研 究 者 の 藤 田 明 史 が 直 接 的

平 和 、 構 造 的 平 和 、 文 化 的 平 和 を 実 現 し よ う と す る 試 み も 積 極 的 平 和 と 名 づ け
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Rico, 2010, p.51.（ https://www.peace-ed-campaign.org/wp-

content/uploads/2015/10/C%C3%A1tedra -UNESCO-Betty-Reardon.pdf）（ 最 終 閲 覧 日  

2022 年 1 月 3 日 ）  

2 2 4  Ibid., p.50.  

2 2 5  Ibid., p.70.  

2 2 6  Galtung, Johan “Introduction: Peace by Peaceful Conflict  Transformation-the 

TRANSCEND Approach“ ,  Handbook of Peace and Conflict  Studies , Routledge, 2007,  

p.31. 直 接 的 暴 力 と 構 造 的 暴 力 に つ い て は 、ヨ ハ ン・ガ ル ト ゥ ン グ『 構 造 的 暴 力 と 平 和 』

（ 高 柳 先 男 ほ か 訳 ） 中 央 大 学 出 版 部 、1991 年 な ど を 参 照 の こ と 。 文 化 的 暴 力 に つ い て は

ヨ ハ ン ・ ガ ル ト ゥ ン グ『 ガ ル ト ゥ ン グ 平 和 学 の 基 礎 』（ 藤 田 明 史 編 訳 ）法 律 文 化 社 、 2019

年 を 参 照 の こ と 。  
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る こ と は 的 を 射 て い る と 述 べ て い る 227。 平 和 な 社 会 を 創 り だ そ う と す る プ ロ セ

ス そ れ 自 体 も 積 極 的 平 和 で あ る と す る な ら 、 抑 圧 状 況 を 変 革 し 、 平 和 な 社 会 の

創 造 を 試 み る フ レ イ レ の 教 育 そ の も の も 積 極 的 平 和 と い え る だ ろ う 。  

ま た 、藤 田 は ガ ル ト ゥ ン グ の い う 平 和 を 創 り だ す た め に は「 批 判 」と「 創 造 」

と い う 二 つ の 要 素 が 必 要 で あ る と い う 。 そ れ は 暴 力 の 批 判 だ け で な く 、 そ れ ら

の 暴 力 を 代 替 し う る 平 和 の 文 化 や 制 度 を 創 造 す る と い う こ と で あ る 228。 そ れ は

あ ら ゆ る 暴 力 を 批 判 的 に 分 析 し 、 そ の 不 在 を 目 指 す こ と と 同 時 に 、 平 和 を 創 り

だ す こ と を 意 味 し て い る 。  

こ の 考 え 方 は ア メ リ カ の 教 育 学 者 で あ る ヘ ン リ ー ・ ジ ル ー の い う と こ ろ の 、

「 批 判 の 言 語 」 と 「 可 能 性 の 言 語 」 と も 類 似 し て い る 。 ジ ル ー に よ れ ば 、 フ レ

イ レ は 現 在 の 支 配 関 係 や そ れ を 生 み 出 す 構 造 を 批 判 し 、 異 議 申 し 立 て を す る 批

判 の 言 語 と 、 そ れ に 対 抗 し 、 新 し い 社 会 を 創 り 出 す た め の 可 能 性 の 言 語 を 組 み

合 わ せ た 229。 つ ま り 、フ レ イ レ は 今 あ る 社 会 の 構 造 を 批 判 的 に 分 析 す る こ と は

も ち ろ ん 、 今 あ る の と は 異 な る 社 会 を 思 い 描 き 、 そ れ を 創 り だ す こ と に 関 与 す

る 必 要 性 を 訴 え た 。 今 あ る 現 状 を 宿 命 論 と し て 受 け 入 れ た り 、 シ ニ シ ズ ム に 陥

っ た り す る の で は な く 、闘 い を 始 め る た め に は 、「 希 望 」も 同 時 に 必 要 な の だ と

フ レ イ レ は い う 230。 批 判 の 言 語 と 可 能 性 の 言 語 を 合 わ せ も つ 必 要 性 に つ い て フ

レ イ レ は 次 の よ う に 述 べ て い る 。  

 

夢 が な け れ ば 、変 化 は あ り え な い 。希 望 な し に は 夢 が あ り え な い よ う に 。そ

れ ゆ え に ぼ く は 『 被 抑 圧 者 の 教 育 学 』 こ の か た ず っ と 言 い 続 け て き た の で

あ る 。 真 の ユ ー ト ピ ア と は 、 ま す ま す 耐 え 難 い も の に な っ て い く 現 実 の 否

認 と 、わ れ わ れ 人 間 に よ っ て 政 治 的・美 的・倫 理 的 に 創 造 さ れ 、構 築 さ れ る

べ き 未 来 の 宣 示 と の 緊 張 関 係 そ の も の な の だ 、と 。ユ ー ト ピ ア に は 、こ の 否
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2 2 8  ヨ ハ ン ・ ガ ル ト ゥ ン グ 、 藤 田 明 史 編 著 『 ガ ル ト ゥ ン グ 平 和 学 入 門 』 法 律 文 化 社 、 2003

年 、 11 頁 。  
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2 3 0  フ レ イ レ 『 希 望 の 教 育 学 』 9 頁 。  
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認 と 未 来 の こ と ぶ れ と の 両 者 が ふ く ま れ て い る 231。  

 

3-5. 結 論  

 

本 章 で は 、 ロ ー ゼ ン バ ー グ の 実 践 を 、 直 接 的 暴 力 の 不 在 に 向 け て 、 紛 争 を 非

暴 力 的 に 転 換 す る 力 を 育 む「 狭 義 の 平 和 教 育 」、フ レ イ レ の 実 践 を 構 造 的 暴 力 の

克 服 を 目 指 す 「 広 義 の 平 和 教 育 」 と し て 位 置 付 け た 。 そ の う え で 、 ロ ー ゼ ン バ

ー グ と フ レ イ レ を 比 較 に よ っ て 両 者 の 本 質 的 な 差 異 を 検 討 し 、 平 和 教 育 の 視 点

か ら 、 フ レ イ レ の 思 想 の 特 徴 を 捉 え 直 し た 。  

そ れ は 、 暴 力 の な い 社 会 を 創 っ て い く た め に は 、 そ の 実 践 が 社 会 構 造 の 変 革

を 含 む も の で は な け れ ば な ら な い 、 と い う こ と で あ る 。 社 会 構 造 の 変 革 を 伴 わ

な い と い う 点 に 関 し て フ レ イ レ は 、 ロ ー ゼ ン バ ー グ の 実 践 に 対 し て 、 あ る い は

「 狭 義 の 平 和 教 育 」 に 対 し て も 、 同 じ よ う な 疑 問 を 投 げ か け て い る こ と が 明 ら

か に な っ た 。 フ レ イ レ は 抑 圧 状 況 を 暴 力 と 考 え 、 暴 力 は 風 土 と な り 受 け 継 が れ

る と 考 え て い た 。 そ の よ う な 暴 力 の 連 鎖 を 止 め る た め に は 、 た ん に 暴 力 を ふ る

う 人 の 意 識 や 行 動 を 変 え る こ と だ け で は 不 十 分 で あ る 。 人 間 の 意 識 や 行 動 は 社

会 構 造 に よ っ て も 影 響 さ れ る た め 、 自 ら の 意 識 や 行 動 に 影 響 を 与 え る 構 造 を 批

判 的 に 分 析 し 、 そ の 構 造 を 変 革 す る こ と が 暴 力 の 克 服 に お い て 重 要 で あ る と い

え る 。 本 論 で は 、 社 会 構 造 の 批 判 的 分 析 と 変 革 を 伴 わ な い 教 育 に 対 し て フ レ イ

レ は 一 貫 し て 批 判 的 で あ っ た こ と を 、 平 和 教 育 の 視 点 か ら も 再 確 認 す る こ と が

で き た 。  

フ レ イ レ に と っ て 、 暴 力 つ ま り 抑 圧 状 況 の 変 革 を 目 指 す と い う こ と は 、 結 局

の と こ ろ 、 人 間 化 の 実 践 を 行 う と い う こ と で あ る 。 そ れ は さ ま ざ ま な 抑 圧 、 搾

取 、 支 配 に よ っ て 阻 ま れ 、 奪 わ れ て き た 人 間 性 を 取 り 戻 す 教 育 の 実 践 に ほ か な

ら な い 。 フ レ イ レ は 平 和 が 欠 か せ な い も の で あ る こ と を 認 識 し つ つ も 、 主 著 の

な か で 平 和 教 育 や そ の 王 道 で あ る 反 戦 教 育 な ど に 真 正 面 か ら 取 り 組 ん だ 形 跡 は

認 め ら れ な い 。 さ ら に 、 彼 は 自 身 の 教 育 を 平 和 教 育 と は い わ な い 。 そ れ は フ レ

イ レ が ○ ○ 教 育 と い う 枠 組 み よ り も 、 そ れ が 支 配 の た め の 教 育 な の か 、 解 放 の

 
2 3 1  同 上 、 127-128 頁 。  
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た め の 教 育 な の か と い う こ と に 主 眼 を お い た か ら で あ ろ う 。 し か し 、 だ れ か が

だ れ か を 抑 圧 し た り 、 抑 圧 さ れ た り す る 構 造 そ の も の を 変 革 し 、 だ れ も が 真 に

人 間 ら し く 生 き ら れ る 社 会 を 創 ろ う と し た こ と を 考 え れ ば 、 フ レ イ レ の 教 育 は

平 和 教 育 と 呼 べ る だ ろ う 。 そ し て そ れ は 今 あ る 抑 圧 状 況 へ の 異 議 申 し 立 て と 新

し い 社 会 を 創 り だ す 、二 つ の 言 語 に  よ っ て 支 え ら れ た「 希 望 の 教 育 」な の で あ

る 。  
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第 4 章  フ レ イ レ の 対 話 的 な 教 育 を 現 代 に 活 か す―世 界 を 命 名 す る 行 為 と し

て の ワ ー ク シ ョ ッ プ― 2 3 2  

 

4-1. 問 題 の 所 在  

 

本 章 は 、 パ ウ ロ ・ フ レ イ レ の 目 指 し た 対 話 的 な 実 践 と は な に か を 考 察 し 、 そ

の う え で 、 フ レ イ レ の 思 想 を も と に し た ワ ー ク シ ョ ッ プ の 実 践 例 を 提 示 す る こ

と を 目 的 と し て い る 。  

前 章 で も 述 べ た よ う に 、フ レ イ レ に よ れ ば 、教 育 に は 二 種 類 あ る 。一 つ は「 支

配 の 教 育 」、 も う 一 つ は 「 解 放 の 教 育 」 で あ る 。「 支 配 の 教 育 」 と は 、 人 び と を

飼 い な ら し て い る 抑 圧 の 構 造 を 再 生 産 す る 教 育 の こ と で あ る 。 そ こ で は 、 被 支

配 者 は 自 分 で 主 体 的 に 、 意 識 的 に 考 え た り 、 自 ら が 置 か れ て い る 状 況 を 変 え る

こ と や 、 新 し い も の を つ く り だ す こ と は 認 め ら れ な い 。 つ ま り 、 彼 ら 彼 女 ら は

人 間 性 そ の も の を 奪 わ れ て い る 。 フ レ イ レ は こ の よ う な 教 育 に 分 類 さ れ る 「 銀

行 型 教 育 」 を 批 判 し た 。 銀 行 型 教 育 と は 無 知 だ と み な さ れ る 学 習 者 に 、 な ん で

も 知 っ て い る 教 育 者 が 現 実 か ら 切 り 離 さ れ た 知 識 を 一 方 的 に 注 入 す る こ と で 、

彼 ら 彼 女 ら を 「 客 体 化 」 す る 教 育 の こ と で あ る 。  

そ の 一 方 で 、 こ の よ う な 状 況 を 変 革 し よ う と す る 「 解 放 の 教 育 」 が あ る 。 そ

れ は 、人 び と を 抑 圧 状 況 か ら 解 き 放 ち 、奪 わ れ た 人 間 性 を 取 り 戻 す 教 育 で あ る 。

フ レ イ レ は 解 放 の 教 育 と し て 「 課 題 提 起 教 育 」 を 提 唱 し て い る 。 こ れ は 銀 行 型

教 育 の よ う な 垂 直 的 な 教 育 関 係 を 否 定 し  、教 育 者 も 学 習 者 も 両 者 と も に 認 識 の

主 体 と し て 、 世 界 を 媒 介 と し た 対 話 を つ う じ て 、 と も に 「 主 体 化 」 す る こ と を

目 指 し て い る 。 銀 行 型 教 育 で は 教 育 者 と い う 主 体 が 学 習 者 と い う 客 体 に 一 方 的

に 知 識 を 注 入 す る が 、 課 題 提 起 教 育 で は 両 者 が と も に 認 識 の 主 体 と し て 、 学 習

の プ ロ セ ス に 参 画 す る 。 銀 行 型 教 育 が 「 伝 達 」 に よ っ て お こ な わ れ る 一 方 、 課

題 提 起 教 育 は 「 対 話 」 に よ っ て お こ な わ れ る 。 対 話 者 同 士 が 出 会 い 、 互 い の 省

察 と 行 動 を 結 び つ け る こ と で 、世 界 は 変 革 さ れ 、よ り 人 間 的 な 方 向 へ と 向 か う 。

 
2 3 2  第 4 章 は 、「 フ レ イ レ の 対 話 的 な 教 育 を 現 代 に 活 か す ―世 界 を 命 名 す る 行 為 と し て の

ワ ー ク シ ョ ッ プ― 」『 新 潟 国 際 情 報 大 学 国 際 学 部 紀 要 』 第 5 号 、 2020 年 、 1-14 頁 を 大

幅 に 加 筆 修 正 し た も の で あ る 。  
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ま さ に 「 人 間 化 」 の 実 践 と し て の 教 育 を 、 課 題 提 起 教 育 と 呼 ん だ 。 課 題 提 起 教

育 に お い て 「 対 話 」 は 欠 か す こ と の で き な い 重 要 な テ ー マ で あ る 。  

日 本 に お い て 、 対 話 型 授 業 を つ く る た め の 理 論 と 実 践 の 研 究 に 以 前 か ら 取 り

組 ん で い る の は 国 際 理 解 教 育 の 専 門 家 で あ る 多 田 孝 志 で あ る 。 多 田 は こ れ ま で

対 話 的 な 場 を 創 り だ す 実 践 研 究 を お こ な っ て き た 。 し か し 、 多 く の 実 践 を 目 に

し て き た 多 田 が 主 張 し て い る よ う に 、 対 話 型 授 業 の 実 践 は 多 く お こ な わ れ て い

る も の の 、 そ の な か に は 、 真 に 対 話 的 な 実 践 と は 呼 び 難 い 実 践 も 存 在 す る 。 対

話 的 な 教 育 を 目 指 し た パ ウ ロ ・ フ レ イ レ も そ の こ と を 指 摘 し て い る 。 つ ま り 、

空 虚 な 言 葉 ば か り が 飛 び 交 う 、 見 せ か け の 対 話 に し か な ら な い 実 践 も 多 く 存 在

し て い る 。 で は 、 そ も そ も 対 話 的 な 実 践 と は ど の よ う な も の か 、 フ レ イ レ の 以

下 の 主 張 か ら 読 み 解 い て み た い 。 そ れ は 「 対 話 と は 、 世 界 を 命 名 す る た め の 、

世 界 に よ っ て 媒 介 さ れ る 人 間 と 人 間 と の 出 合 い で あ る 」 233と い う こ と で あ る 。 

 

4-2. 対 話 的 な 授 業 実 践 と そ の 課 題  

 

対 話 型 の 授 業 は 近 年 と く に 日 本 の 教 育 界 で 注 目 さ れ る よ う に な っ て い る 。具

体 的 に は 、 2017・ 2018 年 に 改 定 さ れ た 学 習 指 導 要 領 に も 書 か れ て い る よ う に

「 主 体 的 ・ 対 話 的 で 深 い 学 び 」 234が 目 指 さ れ 、 ア ク テ ィ ブ ラ ー ニ ン グ の 視 点 か

ら 、 学 習 を 見 直 す よ う に 指 示 さ れ て い る 。 こ こ で 目 指 さ れ て い る 対 話 的 な 学 び

と は 、「 子 供 同 士 の 協 働 、教 職 員 や 地 域 の 人 と の 対 話 、先 哲 の 考 え 方 を 手 掛 か り

に 考 え る こ と 等 を 通 じ 、 自 己 の 考 え を 広 げ 深 め る 」 235と い う こ と で あ る 。 つ ま

り 、 多 様 な 人 び と と 対 話 し 、 他 者 の 考 え を 知 る こ と で 、 自 分 の 考 え を 見 つ め な

お し 、 深 め ら れ る よ う な 学 び を 得 ら れ る 対 話 型 の 授 業 が 今 ま さ に 求 め ら れ て い

る 。  

と は い え 、日 本 の 教 育 界 で 、対 話 的 な 学 習 を 重 視 す る と い う 方 向 性 が 示 さ れ

 
2 3 3  フ レ イ レ 、『 被 抑 圧 者 の 教 育 学 』 97 頁 。  

2 3 4  文 部 科 学 省 「 小 学 校 学 習 指 導 要 領 （ 平 成 29 年 度 告 示 ） 解 説 」  

2 3 5  文 部 科 学 省「 主 体 的・対 話 的 で 深 い 学 び（「 ア ク テ ィ ブ・ ラ ー ニ ン グ 」）の 視 点 か ら の 授

業 改 善 に つ い て 」 2017 年 。（ http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/mic

ro_detail/__icsFiles/afieldfi le/2019/09/30/1421692_8.pdf ） 最 終 閲 覧 日 2022 年 1 月 7 

日 。  
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る 以 前 か ら 、 国 際 理 解 教 育 の 分 野 で は そ の よ う な 実 践 が 多 く な さ れ て い る 236。

対 話 的 な 授 業 に 関 す る 研 究 と 実 践 を お こ な っ て き た 研 究 者 と し て 、 す で に 紹 介

し た 多 田 孝 志 が あ げ ら れ る 。 多 田 は 、 多 く の 思 想 家 の 「 対 話 」 の 概 念 を も ち い

て 、 対 話 と は な に か を 明 ら か に し 、 対 話 型 の 授 業 の 理 論 を 構 築 し た う え で 、 対

話 的 な 場 を 創 り だ す 実 践 研 究 を お こ な っ て き た 。  

し か し 、 多 田 が 指 摘 す る よ う に 、 こ れ ま で の 対 話 型 の 授 業 に は 基 本 的 な 問 題

が い く つ も 存 在 す る 。 例 え ば 、 対 話 型 授 業 を 構 築 す る た め の 理 論 的 な 考 察 が 不

十 分 な ま ま 、 実 践 ば か り が お こ な わ れ る 。 す る と 、 対 話 の 活 用 に よ り 育 ま れ る

は ず の 力 が 育 ま れ な い 、 対 話 型 授 業 へ の 参 加 者 の 意 識 が 希 薄 に な る こ と な ど に

よ り 、結 局 授 業 が 上 滑 り に な っ て し ま う 237。こ の よ う な 問 題 が 存 在 す る た め に 、

「 対 話 型 授 業 に お い て 、 発 言 数 は 多 い が 論 議 が 絡 ま な い 、 ま た 、 児 童 ・ 生 徒 が

教 師 の 期 待 に 応 え よ う と す る 、 あ る い は 特 定 の 児 童 ・ 生 徒 の 発 言 が 常 に リ ー ド

す る 話 し 合 い に と ど ま る 傾 向 が し ば し ば み ら れ る 。 こ う し た 、 論 議 が 発 展 ・ 深

化 し な い 皮 相 的 、 形 式 的 な 話 し 合 い の 継 続 で は 、 個 々 人 の 潜 在 能 力 が 発 揮 で き

ず 、 思 い 込 み に よ る 表 現 力 の 格 差 が 生 じ 、 対 話 を 忌 避 す る 児 童 ・ 生 徒 が 多 発 す

る 危 惧 さ え あ る 」 238と 多 田 は 、 見 せ か け だ け の 対 話 型 の 授 業 に 危 機 感 を 示 し て

い る 。 た と え 、 表 面 的 あ る い は 形 式 的 に 話 し 合 い が 成 り 立 っ て い る よ う に み え

て も 、 そ れ ら の 多 く は 自 分 の 思 っ て い る こ と を 話 せ な い ・ あ る い は 他 者 の 意 見

を 聞 け な い と い っ た よ う な 、も は や 話 し 合 い で は な い よ う な 状 況 に 陥 っ て い る 。 

で は 、多 田 は そ れ を い か に し て 乗 り こ え よ う と し て き た の か 。ま ず 、多 田 は

 
2 3 6  教 育 課 程 研 究 会 の 大 杉 住 子 に よ れ ば 、 国 際 理 解 教 育 以 外 の 分 野 で も 、 子 ど も た ち の 主

体 性 や 協 働 性 を 重 視 す る 学 び の 重 要 性 は 指 摘 さ れ て お り 、 そ の よ う な 授 業 実 践 が な さ れ

て き た と い う 。 と く に 、「 授 業 研 究 」 で は 、 生 徒 た ち の 主 体 性 や 対 話 を 重 視 す る 授 業 実 践

が 多 く 積 み 重 ね ら れ て き た 。 そ こ で 積 み 重 ね ら れ て き た 工 夫 や 改 善 点 を 十 分 理 解 せ ず

に 、「 主 体 的 ・ 対 話 的 で 深 い 学 び 」 を す す め て し ま う と 、 生 徒 の 主 体 性 に 委 ね す ぎ て 、 学

習 成 果 が 得 ら れ な い 授 業 に な っ て し ま っ た り 、 特 定 の 方 法 に ば か り こ だ わ る こ と で 、 型

を な ぞ る だ け で 学 習 に は つ な が ら な か っ た り す る と い う 恐 れ も 指 摘 さ れ て い る 。（ 教 育 課

程 研 究 会 『 ア ク テ ィ ブ ・ ラ ー ニ ン グ を 考 え る 』 東 洋 館 出 版 社 、 2016 年 、 43-44 頁 。） こ

の 指 摘 は 多 田 が 指 摘 す る 、 見 せ か け だ け の 対 話 型 授 業 に お け る 危 機 感 と 通 底 し て い る 。  

2 3 7  多 田 『 グ ロ ー バ ル 時 代 の 対 話 型 授 業 の 研 究 』 4-5 頁 。  

2 3 8  多 田 、 同 上 、 4 頁 。  
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対 話 を 「 自 己 お よ び 多 様 な 他 者 ・ 事 象 と 交 流 し 、 差 異 を 生 か し 、 新 た な 智 慧 や

価 値 、 解 決 策 な ど を 共 に 創 り 、 そ の 過 程 で 良 好 な 創 造 的 な 関 係 を 構 築 し て い く

た め の 言 語 ・ 非 言 語 に よ る 、 継 続 ・ 発 展 ・ 深 化 す る 表 現 活 動 」 239と 定 義 し て い

る 。 グ ロ ー バ ル 時 代 に お い て は 、 多 様 な 価 値 観 を も っ た 人 び と と 対 話 す る な か

で 、 持 続 可 能 な 未 来 の 創 造 に 向 け て 、 地 球 的 な 課 題 を 解 決 す る 智 慧 や 解 決 策 を

つ く り だ す こ と が 重 要 で あ る と 多 田 は 指 摘 す る 。 く わ え て 、 対 話 の プ ロ セ ス を

経 る こ と で 、 参 加 者 が 水 平 的 な 関 係 性 を 構 築 す る よ う な 「 共 創 的 な 対 話 」 を グ

ロ ー バ ル 時 代 の 目 指 す べ き 対 話 で あ る と し て い る 240。 共 創 的 な 対 話 と は 、と も

に 課 題 の 解 決 を 目 指 す 仲 間 と し て 、 対 話 の プ ロ セ ス を 通 し て 参 加 者 た ち が 創 造

的 な 人 間 関 係 を 構 築 す る こ と を 目 指 す も の で あ る 。 そ し て そ れ は 、 少 数 者 の 意

見 や 異 質 な 意 見 を 尊 重 す る こ と 、 当 事 者 意 識 を も つ こ と 、 自 己 の 見 解 を 再 組 織

し て い く こ と 、 相 手 に 共 感 し 、 相 手 の 言 い た い こ と を イ メ ー ジ す る こ と を 重 ん

じ る 対 話 で あ る 241。  

多 田 は 共 創 的 な 対 話 を 創 り だ す た め に 、 ま た 、 皮 相 的 ・ 形 式 的 な 対 話 を 打 破

す る た め に 、 二 つ の こ と を 重 視 す べ き で あ る と し た 242。 一 つ め は 、 学 習 者 の 精

神 面 へ の 配 慮 、 二 つ め は 「 間 」 の 重 視 で あ る 。 精 神 面 へ の 配 慮 と は 、 対 話 的 な

場 面 で 委 縮 し て し ま う 学 習 者 に 対 し 、 対 話 が で き る 安 全 な 場 を つ く る た め に 、

心 の 緊 張 や 委 縮 が 解 消 さ れ る よ う に す る こ と で あ る 。 た と え ば 、 学 習 者 の さ さ

や か な 行 為 や ち ょ っ と し た 発 言 に も 、 つ ね に 耳 を 傾 け 、 そ れ ら を 拾 い な が ら 学

習 者 を 勇 気 づ け る こ と な ど が あ げ ら れ る 。 二 つ 目 の 「 間 」 の 重 視 と は 、 ふ だ ん

の 仲 間 と い う 枠 や 、 自 分 の 意 見 と い う 枠 を 超 え ら れ る よ う な 活 動 や 働 き か け を

 
2 3 9  多 田 孝 志 『 対 話 型 授 業 の 理 論 と 実 践 』 教 育 出 版 、 2018 年 、 ４ 頁 。  

2 4 0  多 田 、『 グ ロ ー バ ル 時 代 の 対 話 型 授 業 の 研 究 』 65 頁 。  

2 4 1  多 田 、同 上 、68 頁 。多 田 は 、「 共 創 的 対 話 」こ そ 、対 話 型 授 業 の 中 核 に な る と 考 え て い

る 。そ れ は 、現 代 社 会 に 蔓 延 す る 問 題 と し て 、判 断 を 他 者 に 委 ね る 傾 向 や 、複 雑 さ を 忌 避

し 、複 雑 な 問 題 を 多 様 な 観 点 か ら 議 論 す る こ と に 対 す る「 め ん ど く さ さ 」を 感 じ る「 知 性

の 疲 労 」が あ る か ら だ と い う 。そ の よ う な「 知 性 の 疲 労 」を 乗 り こ え 、深 く 感 じ・考 え る

知 性 を 「 共 創 的 対 話 」 に よ っ て 復 権 さ せ た い と い う 多 田 の 思 い に よ っ て 、 対 話 型 授 業 の

実 践 は お こ な わ れ て い る 。効 率 ・ス ピ ー ド 重 視 か ら 、Negative Capability（ 曖 昧 さ 、も や

も や 感 ）を 大 切 に す る 教 育 へ の 転 換 で も あ る と 主 張 し て い る 。（ 多 田『 対 話 型 授 業 の 理 論

と 実 践 』 64-65 頁 。）  

2 4 2  多 田 、『 対 話 型 授 業 の 理 論 と 実 践 』 9-13 頁 。  
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お こ な う こ と 、 時 間 と い う 意 味 の 「 間 」 を 重 視 す る こ と な ど で あ る 。 こ れ ら を

重 視 し つ つ 、 多 田 は 対 話 型 授 業 に 必 要 な 具 体 的 な 12 の 要 件 を あ げ て い る 243。

そ の な か に は 、 対 話 を 活 性 化 す る た め の 物 的 ・ 人 的 な 受 容 的 雰 囲 気 づ く り や 、

自 己 内 対 話 と 他 者 と の 対 話 の 往 還 に よ る 思 考 や 視 野 の 広 が り を 体 験 で き る よ う

な 活 動 を 授 業 内 に 取 り い れ る こ と な ど が 含 ま れ る 244。  

多 田 の 目 指 す 共 創 的 な 対 話 は 、 対 話 と い う プ ロ セ ス そ の も の が 対 話 す る 人 び

と を 社 会 に 関 わ る 当 事 者 と し て 主 体 化 し 、 人 び と の 間 に 水 平 的 な 関 係 を 築 こ う

と す る と こ ろ に 、フ レ イ レ の 目 指 し た 対 話 と の 類 似 点 が み ら れ る 245。 対 話 的 な

教 育 の 実 践 を 目 指 し た フ レ イ レ も 、 多 田 と 同 様 の 問 題 意 識 を も っ て い た 。 フ レ

イ レ は 空 虚 な 言 葉 ば か り が 飛 び 交 う 、 皮 相 的 ・ 形 式 的 な 対 話 の 実 践 を つ ね に 批

判 す る 一 方 、 真 の 言 葉 を 話 す こ と の 必 要 性 を 強 く 主 張 し て き た 。 で は 、 対 話 的

な 実 践 と は ど の よ う な も の な の か 、 対 話 を 中 心 に し た 教 育 を 目 指 し 、 実 践 し て

き た フ レ イ レ の 思 想 に 遡 っ て 読 み 解 い て み た い 。  

 

4-2-1. パ ウ ロ ・ フ レ イ レ の 対 話 論  

 

「 対 話 と は 、世 界 を 命 名 す る た め の 、世 界 に よ っ て 媒 介 さ れ る 人 間 と 人 間 と の

出 合 い で あ る 」 246。 こ れ は 、 フ レ イ レ の 『 被 抑 圧 者 の 教 育 学 』 の 「 対 話 」 に 関

す る 有 名 な 一 節 で あ る 。 原 著 の ポ ル ト ガ ル 語 と 英 訳 で は 、 以 下 の よ う に な っ て

 
2 4 3  多 田 、 同 上 、 13-14 頁 。 対 話 型 授 業 の 12 の 要 件 と は 、 ① 対 話 の 活 性 化 の た め の 物 的 ・

人 的 な 受 容 的 雰 囲 気 づ く り 、② 多 様 な 他 者 と の 対 話 機 会 の 意 図 的 設 定 、③ 多 様 性 の 尊 重 、

対 立 や 異 見 の 活 用 、 ④ 自 己 内 対 話 と 他 者 ・ 対 象 と の 対 話 の 往 還 、 ⑤ 沈 黙 の 時 間 の 確 保 や

混 沌 ・ 混 乱 の 活 用 、 ⑥ 対 話 へ の 主 体 的 な 参 加 を 促 す 手 立 て の 工 夫 、 ⑦ 批 判 的 思 考 力 の 活

用 、 ⑧ 非 言 語 表 現 力 の 育 成 と 活 用 、 ⑨ 他 者 の 心 情 や 立 場 へ の 共 感 ・ イ メ ー ジ 力 の 錬 磨 と

活 用 、⑩ 思 考 力・対 話 力 に 関 わ る 基 本 技 能 の 習 得 、⑪ 思 考 の 深 化 を 継 続 す る 方 途 の 工 夫 、

⑫ 学 習 の 振 り 返 り ・ 省 察 で あ る 。  

2 4 4  多 田 、 同 上 、 13-14 頁 。  

2 4 5  一 方 で 、 多 田 の 目 指 す 共 創 的 な 対 話 に は 、 現 在 あ る 社 会 構 造 の 分 析 と そ れ に 対 す る 批

判 的 な 異 議 申 し 立 て に 関 し て は 明 示 さ れ て い な い と い う フ レ イ レ と の 違 い も 見 ら れ

る 。 ま た 、 多 田 が 対 話 を 創 り 出 す た め に 、 重 視 す べ き だ と 主 張 す る 二 つ の 点 は ロ ジ ャ

ー ズ の 思 想 に 非 常 に 類 似 し て い る 。 し か し 、 そ れ は あ く ま で も 対 話 の 前 提 条 件 で あ

り 、 対 話 を つ う じ て 持 続 可 能 な 社 会 に む け て 、 地 球 的 な 課 題 を 解 決 す る た め の 解 決 策

を 考 え る こ と を 重 視 し て い る 点 で は ロ ジ ャ ー ズ と の 差 異 が み ら れ る 。  

2 4 6  フ レ イ レ 『 被 抑 圧 者 の 教 育 学 』 97 頁 。  
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い る 。  

 

O diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para 

pronunciá-lo, não se nsgotando, portanto, na relacçãoeu -tu.247  

 

Dialogue is the encounter between men, mediated by the world, in order to 

name the world.248  

 

命 名 す る と い う 言 葉 は 、 ポ ル ト ガ ル 語 で は pronunciár（ 発 音 す る ） と い う 単

語 で 表 さ れ て い る が 、 英 訳 で は name と い う 単 語 に 訳 さ れ て い る 。 フ レ イ レ は

な ぜ 発 音 す る と い う 単 語 を 使 っ た の か 。 発 音 す る こ と は 、 言 葉 に す る こ と で あ

り 、口 に だ す こ と で あ る 。「 沈 黙 の 文 化 」に 置 か れ 、言 葉 を 奪 わ れ た 人 び と に と

っ て 、 自 分 の 言 葉 を 口 に だ す と い う 行 為 が 非 常 に 重 要 な 意 味 を も つ 。 フ レ イ レ

は「 沈 黙 の 文 化 に あ っ て 、存 在 す る と は 、た だ 生 き な が ら え る こ と に す ぎ な い 。

上 か ら の 命 令 を 肉 体 が 実 行 す る 。 考 え る こ と は 難 し く 、 こ と ば を 話 す こ と も 禁

じ ら れ て い る 」249と い う 。そ の よ う な 意 味 で 、「 沈 黙 の 文 化 」に お い て は 、人 間

ら し さ あ る い は 人 間 性 そ の も の が 奪 わ れ て い る の だ と 主 張 す る 。 ま た 、 フ レ イ

レ 研 究 者 で あ る 楠 原 彰 は「 沈 黙 の 文 化 」に お け る 沈 黙 を 以 下 の よ う に 説 明 す る 。  

 

服 従 の ＜ 沈 黙 ＞ 、被 抑 圧 の ＜ 沈 黙 ＞ 、言 葉 を 奪 わ れ た ＜ 沈 黙 ＞ で あ る 。そ れ

は 他 者 、制 度 、イ デ オ ロ ギ ー 等 に よ っ て 抑 圧 、操 作 、飼 育 さ れ て 、人 が 自 分

自 身 の 言 葉 を 発 す る こ と を 抑 え ら れ 、 自 分 自 身 で な い も の に 同 化 さ せ ら れ

て い る と き の 、強 制 さ れ た ＜ 沈 黙 ＞ で あ る 。自 ら の 言 葉 を 奪 わ れ 、誰 か の 言

葉 を 自 分 の そ れ の よ う に 受 け 入 れ さ せ ら れ る と き 、 人 は 自 分 自 身 に 、 つ ま

り 自 ら の 主 人（ 主 体 ）に な る こ と が で き ず 、制 度 や 他 者 に 依 存 し な け れ ば 生

き ら れ な い 存 在 （ モ ノ ＝ 物 ） に な っ て し ま う 。 非 人 間 化

 
2 4 7  Freire, Paulo, Pedagogia do Oprimido, PAZ E TERRA, 2001, p.78.  

2 4 8  Freire, Paulo, Pedagogy of the Oppressed, Translated by Myra Bergman Ramos,  

Continuum, 2005, p.88.  

2 4 9  フ レ イ レ 『 自 由 の た め の 文 化 行 動 』 47 頁 。  
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（ DEHUMANIZATION） と は 、 こ う し た 状 態 の こ と で あ る 250。  

 

こ の よ う な 状 況 に 置 か れ た 彼 ら 彼 女 ら が 自 ら の 言 葉 を 獲 得 し 、 そ れ を 口 に だ

し 、表 現 す る こ と の 重 要 性 を フ レ イ レ が 知 っ て い た か ら こ そ 、 pronunciár と い

う 動 詞 を あ え て 使 っ た の だ と 考 え ら れ る 。  

ま た 、 フ レ イ レ 研 究 者 で あ る 里 見 実 は 、 フ レ イ レ の 対 話 に 関 す る 文 章 を 「 対

話 と は 、 こ の よ う な 人 間 の 出 会 い で あ る 。 世 界 を 媒 介 に し て 、 そ し て 世 界 を 言

葉 で と ら え る た め に 人 び と は 対 話 す る の だ 。 だ か ら し て 対 話 は 、 我 と 汝 の 関 係

だ け で 終 わ る も の で も な い 」 251と 訳 し て い る 。 世 界 を 命 名 す る と は 、 言 葉 を 使

っ て 世 界 を 認 識 す る こ と で あ る 。そ れ は 、お な じ く 教 育 学 者 で あ る 松 岡 靖 の「 つ

ま り 人 間 が 世 界 に 意 味 を 与 え る 認 識 の 行 為 は 、 告 発 と 予 告 と い う 次 元 を あ わ せ

も っ て い る 。 た だ し 人 間 は 世 界 全 体 を ま る ご と 認 識 で き る わ け で は な い 。 世 界

を こ と ば で 分 節 化 し て は じ め て 人 間 は 世 界 を 認 識 で き る 。 分 節 化 さ れ た 対 象 に

表 現 と 内 容 を 与 え る 行 為 が 「 命 名 」 で あ る 」 252と い う 主 張 が 適 格 に 表 現 し て い

る 。  

わ た し た ち は 、ふ だ ん 基 本 的 に 世 界 に 埋 没 し て 生 き て い る 。そ の 世 界 の「 な

か 」 で 生 き て い る 限 り 、 そ の 世 界 が ど の よ う な も の な の か を 考 え る こ と が で き

な い の は も ち ろ ん 、 世 界 の な か に い る 自 分 と 世 界 と の 関 係 に 気 づ く こ と が で き

な い 。 そ こ で 、 わ た し た ち は 自 分 が 埋 没 し て い る 世 界 を 引 き 離 し 、 対 象 化 し た

際 に 、 は じ め て 世 界 を 理 解 で き る 。 そ の 世 界 を 言 葉 に す る こ と で 、 わ た し た ち

は 世 界 を 認 識 す る こ と が で き る 。「 い っ た ん 命 名 さ れ る と 、世 界 は ふ た た び 課 題

と し て 命 名 者 の 前 に 現 れ 、 新 た な 命 名 を か れ ら に 求 め る 」 253。 つ ま り 、 わ た し

た ち が 世 界 に 言 葉 を 与 え る こ と で 、 そ れ が 課 題 と し て 浮 か び あ が り 、 わ た し た

ち に 課 題 の 解 決 を 迫 っ て く る と い う こ と だ 。 命 名 す る プ ロ セ ス を つ う じ て 、 自

分 と は 関 係 の な か っ た 事 象 が 、 は っ き り と 姿 を 現 し 、 自 分 と 関 係 の あ る 問 題 と

な る 。  

 
2 5 0  楠 原 彰 『 南 と 北 の 子 ど も た ち － 他 者 ・ 世 界 へ － 』 亜 紀 書 房 、 1991 年 、 98-99 頁 。  

2 5 1  里 見『 パ ウ ロ・フ レ イ レ「 被 抑 圧 者 の 教 育 学 を 読 む 」』151-152 頁 、『 被 抑 圧 者 の 教 育 学 』

の 翻 訳 部 分 。  

2 5 2  松 岡 、 前 掲 論 文 、 82 頁 。  

2 5 3  フ レ イ レ 『 被 抑 圧 者 の 教 育 学 』 96 頁 。  
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「 だ が 真 の 言 葉 を 話 す こ と―そ れ は 労 働 で あ り 、 実 践 で あ る―が 、 世 界

を 変 革 す る こ と で あ る か ぎ り 、 そ れ は 少 数 者 の 特 権 で は な く て 、 万 人 の 権 利 で

あ る 」 254。 フ レ イ レ が い う よ う に 、 命 名 す る 権 利 は だ れ も が 持 つ べ き 権 利 で あ

る 。 し か し な が ら 、 銀 行 型 教 育 の 場 で は そ れ は 教 育 者 側 の み が も つ 特 権 に と ど

ま っ て い る 。そ う し た 状 況 を 打 開 す べ く 、フ レ イ レ の 主 張 す る 対 話 型 の 教 育 は 、

世 界 を 命 名 す る 権 利 を 皆 に 取 り 戻 す こ と を 目 指 す 実 践 と し て 提 唱 さ れ て い る の

で あ る 。 世 界 が ど の よ う に 見 え 、 そ の 世 界 と 自 分 は ど の よ う に 関 っ て い る の か

を 考 え 、 探 究 す る と い う 権 利 は 教 育 者 だ け で な く 、 学 習 者 に も あ る 。 世 界 を 命

名 す る こ と は 自 分 た ち の 手 に 世 界 を 取 り 戻 す 行 為 で あ り 、 人 間 を 主 体 化 す る プ

ロ セ ス に な る 。  

フ レ イ レ の 言 葉 を 借 り れ ば 、「 自 分 の 言 葉 を 話 す と い う 本 源 的 権 利 を 否 定 さ れ

て き た 者 は 、 ま ず こ の 権 利 を 取 り 戻 し 、 非 人 間 化 と い う 暴 挙 が 続 け ら れ る の を

阻 止 し な け れ ば な ら な い 」255。だ か ら こ そ 、「 真 の 言 葉 を 話 す と い う こ と は 、世

界 を 変 革 す る こ と で あ る 」 256と い う フ レ イ レ の 主 張 は 、命 名 す る 過 程 そ の も の

が 世 界 と 主 体 的 に 関 わ る プ ロ セ ス で あ る こ と を 示 し て い る 。そ の よ う な 意 味 で 、

世 界 を 命 名 す る 過 程 は 人 間 化 の 実 践 で あ り 、 世 界 を 変 え る こ と に つ な が っ て い

る 。  

 

4-3. フ レ イ レ の 実 践 は 普 遍 化 可 能 か ？  

 

で は 、 フ レ イ レ の 対 話 型 の 実 践 は 第 三 世 界 の 「 被 抑 圧 者 」 に 対 し て の み 意 味

を も つ の だ ろ う か 。 フ レ イ レ の 思 想 は 彼 が ま さ に 生 き た 現 実 か ら 生 み 出 さ れ 、

実 践 さ れ て き た 。 そ の た め 、 フ レ イ レ の 思 想 は 第 三 世 界 の 抑 圧 さ れ て い る 人 た

ち を 抑 圧 か ら 解 放 す る た め の 思 想 と し て 知 ら れ て い る 。 だ か ら と い っ て 、 フ レ

イ レ の 思 想 が 第 三 世 界 の 「 被 抑 圧 者 」 に 対 し て の み 意 味 を も つ と い う こ と で は

な い 。フ レ イ レ の 研 究 者 で あ る ヘ ン リ ー・ジ ル ー も 述 べ て い る よ う に 、「 フ レ イ

レ の 分 析 方 法 は 北 米 の 状 況 に は 不 適 切 だ と し て 排 除 さ れ る こ と は も は や で き な

 
2 5 4  フ レ イ レ 、 同 上 97 頁 。  

2 5 5  フ レ イ レ 、 同 上 。  

2 5 6  フ レ イ レ 、 同 上 、 95 頁 。  
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い と い う こ と で あ る … … 彼 の 分 析 対 象 、 彼 が も ち い る 言 語 は 、 あ ら ゆ る 場 所 に

お け る 被 抑 圧 者 を 念 頭 に お い て い る の で あ る 。」 257  

さ ら に 、 だ れ が 被 抑 圧 者 で あ り 、 だ れ が 抑 圧 者 か と い う こ と は 、 現 代 に お い

て は 非 常 に 重 層 的 で 複 雑 で あ る 。 絶 対 的 な 「 被 抑 圧 者 」 が 存 在 し て い る と い う

よ り も 、 先 進 国 に 住 む わ た し た ち で あ っ て も―意 識 的 か 、 無 意 識 的 か は 別 と

し て―、 だ れ か を 抑 圧 す る と 同 時 に 、 抑 圧 さ れ て も い る 。 そ の よ う な 複 雑 な

抑 圧 と 被 抑 圧 の 関 係 が あ る か ら こ そ 、 水 平 暴 力 が 行 使 さ れ 、 暴 力 の 連 鎖 が 起 き

て い る 。も と も と フ レ イ レ は 、「 被 抑 圧 者 は 自 ら の 人 間 性 を 取 り も ど す 過 程 で（ そ

こ に 人 間 性 を 創 造 す る 道 が あ る の だ が ）、抑 圧 者 に 転 じ て は な ら ず 、む し ろ 両 者

の 人 間 性 の 回 復 者 と な ら な け れ ば な ら な い 」 258と 主 張 し て い る よ う に 、被 抑 圧

者 と 抑 圧 者 の 両 者 の 解 放 を 目 指 し て い た 。 そ れ が フ レ イ レ の 思 想 の 大 き な 特 徴

で あ る 。 被 抑 圧 者 は 人 間 と し て 生 き る の を 妨 げ ら れ て い る が ゆ え に 、 抑 圧 者 は

被 抑 圧 者 が 人 間 と し て 生 き る の を 妨 げ て い る が ゆ え に 、 両 者 と も に 「 人 間 」 で

は な い 。 だ か ら こ そ 、 フ レ イ レ は つ ね に 被 抑 圧 者 の 「 人 間 化 」 の み な ら ず 、 抑

圧 者 の 「 人 間 化 」 を も 目 指 し て い た 。  

楠 原 は 、 両 者 の 解 放 に つ い て 「 日 本 の 子 ど も た ち が 自 死 し た り 、 自 由 へ の 恐

怖 に 怯 え な い で 生 き て い け る よ う に な る こ と と 、 南 ア フ リ カ の 子 ど も ら が 飢 餓

や ア パ ル ト ヘ イ ト か ら 自 由 に な る こ と と は 、 同 時 だ と 僕 は 思 う 」 259と 述 べ て い

る 。 日 本 と ア フ リ カ 、 先 進 国 と 途 上 国 と い う 視 点 で み れ ば 、 日 本 の 子 ど も た ち

は 抑 圧 者 で あ り 、 ア フ リ カ の 子 ど も た ち は 被 抑 圧 者 と な る 。 し か し 、 日 本 の 子

ど も た ち が 日 常 的 に 見 え な い 暴 力 に さ ら さ れ 、 自 死 す る よ う な 状 況 を み れ ば 、

彼 ら 彼 女 ら も ま た 被 抑 圧 者 と な る 。  

も っ と も 、フ レ イ レ は あ ら ゆ る 場 所 に お け る 被 抑 圧 者 を 念 頭 に お い て い た が 、

ジ ル ー の い う よ う に 、 フ レ イ レ の 方 法 は ど ん な 文 脈 で も 簡 単 に 移 植 で き る 方 法

と い う わ け で は な い 。 そ れ は 「 特 定 の 状 況 に お い て 読 み 解 か れ 、 批 判 的 に 適 応

さ れ る 必 要 に あ る 理 論 的 な 道 し る べ 」 260で あ る 。 ジ ル ー に よ る と 、 フ レ イ レ の

 
2 5 7  ジ ル ー 、 前 掲 論 文 、 37 頁 。  

2 5 8  フ レ イ レ 『 被 抑 圧 者 の 教 育 学 』 17 頁 。  

2 5 9  楠 原 、 前 掲 書 、 23 頁 。  

2 6 0  ジ ル ー 、 前 掲 論 文 、 37 頁 。  
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生 み 出 し た 理 論 や 実 践 が ど の よ う な 場 所 や 教 育 状 況 で も 、 寸 分 た が わ ぬ 形 で 、

適 応 さ れ る と い う わ け で は な い 261。 フ レ イ レ の 教 育 思 想 は 「 そ れ を も ち い る 者

―そ れ ぞ れ 異 な る 歴 史 的 背 景 と 異 な る 歴 史 的 文 脈 の な か で 、 そ の 洞 察 の 光 を

利 用 し よ う と す る 人 び と に よ っ て 、批 判 的 に 媒 介 さ れ ね ば な ら ぬ も の 」 262と し

て 存 在 し て い る 。 つ ま り 、 フ レ イ レ の 教 育 方 法 は つ ね に 具 体 的 社 会 的 文 脈 か ら

出 発 し 、 そ の 文 脈 に 応 じ よ う と す る も の だ 。 フ レ イ レ の 教 育 方 法 を 実 践 す る 際

に は 、 そ の 具 体 的 な 状 況 や 場 所 に 適 応 す る か た ち を 模 索 す る こ と が 前 提 と さ れ

て い る 。  

し た が っ て 、 現 代 の 日 本 に 生 き る わ た し た ち は 、 フ レ イ レ の 思 想 を 批 判 的 に

媒 介 し 、 そ れ で い て 、 フ レ イ レ の 思 想 の 神 髄 は 取 り こ ぼ さ ず に 、 そ の 方 法 を 自

ら の 文 脈 に 沿 う よ う に 適 応 さ せ ね ば な ら な い 。 フ レ イ レ の 思 想 を 「 被 抑 圧 者 」

を 対 象 に し た も の で あ る と し 、 特 定 の 人 び と に の み 適 応 で き る も の と み な し て

し ま え ば 、 フ レ イ レ の 思 想 の も つ 普 遍 性 を そ ぎ 落 と す こ と に も つ な が る 。 本 章

で は 、 フ レ イ レ の 思 想 的 な 厳 密 性 を 重 視 し 、 特 定 の 文 脈 に 押 し 込 め る の で は な

く 、 フ レ イ レ 思 想 の 普 遍 性 に 着 目 し 、 フ レ イ レ の 思 想 を 抑 圧 と 被 抑 圧 の 関 係 が

複 雑 に 錯 綜 す る 21 世 紀 の 文 脈 の な か で 、よ み が え ら せ る こ と を 重 視 し て い る 。  

次 節 で 紹 介 す る 実 践 で は 、 だ れ も が 抑 圧 者 で も あ り 、 被 抑 圧 者 で も あ る と い

う 前 提 で 、 知 ら ず 知 ら ず の う ち に 構 造 的 に 収 奪 す る 立 場 に い る こ と に 気 づ く 実

践 を お こ な っ た 。 フ レ イ レ は 被 抑 圧 者 が 意 識 化 し 、 変 化 し て い く 必 要 性 に つ い

て 、 最 も 有 名 な 著 書 で あ る 『 被 抑 圧 者 の 教 育 学 』 で は 何 度 も 言 及 し て い た が 、

抑 圧 者 が 意 識 化 し 、 社 会 変 革 へ 向 か う 可 能 性 に つ い て 多 く は 語 っ て い な い 。 一

方 、 別 の 文 献 で は 、 フ レ イ レ は 一 部 の 抑 圧 者 が 変 わ る 可 能 性 に つ い て 言 及 し て

い る 263。そ の 際 、フ レ イ レ は 抑 圧 者 を「 抜 け 目 の な い 抑 圧 者 」と 、「 ナ イ ー ブ な

抑 圧 者 」 に 分 け て い る 。 抜 け 目 の な い 抑 圧 者 は 意 識 的 に 社 会 階 級 を 支 配 し 、 ナ

イ ー ブ な 抑 圧 者 は 自 ら の 立 場 に 意 識 的 で は な い が 、 支 配 し て い る 側 に い る 人 た

ち の こ と で あ る 。こ の 二 つ に は 大 き な 差 異 が あ る こ と を フ レ イ レ は 認 め て い る 。

ナ イ ー ブ な 抑 圧 者 が 抜 け 目 の な い 抑 圧 者 へ と 移 行 し な い た め に は 、 被 抑 圧 者 の

 
2 6 1  同 上 。  

2 6 2  同 上 。  

2 6 3  Freire ”Education, Liberation and the church”を 参 照 の こ と 。  
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側 に 立 つ 者 と し て 生 ま れ 変 わ る 必 要 が あ る と い う 264。 そ れ は 被 抑 圧 者 と と も に

抑 圧 的 な 社 会 を 変 革 す る 実 践 に 関 与 す る こ と に よ っ て 実 現 さ れ る 。  

抑 圧 と 被 抑 圧 の 関 係 が 非 常 に 複 雑 で 重 層 的 な 現 代 社 会 で 、 抑 圧 を す る 側 の 立

場 に 対 し て 、 フ レ イ レ の 思 想 が 適 応 可 能 か ど う か を 探 求 し 続 け て い る 研 究 者 と

し て ク リ ス ・ ベ ー コ ン が あ げ ら れ る 。 彼 は 、 抑 圧 者 が 自 分 自 身 の 抑 圧 者 性 に 気

づ く こ と で 意 識 化 す る 方 途 を フ レ イ レ 思 想 を 基 本 と し た 批 判 教 育 学 の な か に 見

出 し て い る 。  

ベ ー コ ン は 、 ア レ ン と ロ サ ッ ト の 論 考 を 引 用 し つ つ 、 抑 圧 者 そ れ 自 体 は 固 定

的 な も の で は な い た め 、 抑 圧 者 は 状 況 に よ っ て 被 抑 圧 者 に も な る と い う 抑 圧 と

被 抑 圧 の 複 雑 な 関 係 を 理 解 し 、 自 分 自 身 へ の 抑 圧 と 他 者 へ の 抑 圧 の 両 方 に 関 心

を も つ こ と の 重 要 性 を 主 張 し て い る 265。 さ ら に 、 自 ら の 抑 圧 者 性 に 気 づ い た 学

習 者 に は シ ョ ッ ク や 怒 り な ど さ ま ざ ま な 反 応 が 起 こ り え る と い う 。そ の 際 に は 、

こ れ ま で 学 習 者 が も っ て い た 知 識 や バ ッ ク グ ラ ウ ン ド を 含 め て 理 解 し 、 学 習 者

に ア プ ロ ー チ す る こ と が 教 育 者 に は 求 め ら れ る と い う 266。 つ ま り 、 頭 ご な し に

学 習 者 の 置 か れ て い る 抑 圧 者 と し て の 状 況 を 糾 弾 す る の で は な く 、 自 分 と 世 界

と の 関 係 や そ こ に お け る 自 分 の 位 置 づ け を 考 え る な か で 、 そ れ に 気 づ く よ う な

実 践 で な け れ ば な ら な い 。 そ う で な け れ ば 、 結 局 の と こ ろ 、 そ れ は フ レ イ レ が

厳 し く 否 定 す る 銀 行 型 教 育 と 同 じ に な っ て し ま う か ら だ 。  

学 習 者 が 自 分 自 身 は だ れ で あ り 、世 界 の ど こ に 位 置 づ い て い る の か を 認 識 し 、

考 え た う え で 、 こ れ か ら ど こ に 位 置 づ く べ き な の か を 、 学 習 者 同 士 あ る い は 教

育 者 と と も に 考 え て い く こ と を 次 節 の 実 践 で は 目 指 し た 。 こ れ ら の 先 行 研 究 を

参 考 に し つ つ 、 フ レ イ レ の 思 想 を 実 践 化 し て み た い 。  

 

 

 
2 6 4  Ibid., p.525.  

2 6 5  Bacon, Chris “A Pedagogy for the Oppressor: Re -envisioning Freire and Critical 

Pedagogy in Contexts of Privilege”  Revisioning Paradigms: Essays in Honour of David 

Selvaraj,  Visthar, 2015, p.231.ベ ー コ ン が 文 中 で 引 用 し て い る 論 考 は 以 下 の も の で あ る 。

（ Allen, Ricky Lee and César Augusto Rossatto,  ”Does Critical Pedagogy Work with 

Privileged Students?” Teacher Education Quarterly , vol.  36, no. 1, 2009, pp.163-180.）  

2 6 6  Bacon, ibid, pp.232-232.  



84 

4-4. 世 界 を 命 名 す る 行 為 と し て の ワ ー ク シ ョ ッ プ の 実 践 例  

 

本 節 で は 前 節 ま で で み て き た 世 界 を 命 名 す る と い う 行 為 を 実 践 に う つ し た

例 を 紹 介 し た い 。 2019 年 7 月 10 日 水 曜 日 に 新 潟 大 学 の 教 職 大 学 院 の 修 士 1 年

生 を 対 象 と し た 「 地 域 の 教 育 課 題 と 学 校 ・ 教 師 」 の 授 業 内 で 、 全 4 時 間 に わ た

る ワ ー ク シ ョ ッ プ 267を お こ な っ た 。対 象 は 新 潟 大 学 大 学 院 の 教 育 学 研 究 科 と 教

育 実 践 学 研 究 科 の 大 学 院 生 15 名 で あ る 。（ う ち 、 現 職 教 員 の 院 生 は 、 小 学 校 教

員 4 名 、 中 学 校 教 員 が 4 名 で あ る 。）  

本 ワ ー ク シ ョ ッ プ は 、 カ カ オ 農 園 を 中 心 と し た 児 童 労 働 と い う 問 題 と そ の 背

景 に あ る 構 造 に つ い て 考 え 、 自 ら の 日 常 生 活 を 省 察 し つ つ 、 自 分 と 世 界 が ど の

よ う に つ な が っ て い る の か を 考 え る こ と を 目 的 と し て お こ な っ た 。  

ワ ー ク シ ョ ッ プ の 流 れ に 沿 っ て 、 ひ と つ ひ と つ の ワ ー ク の 概 要 と 意 味 を 示 す

268。  

 

過  程  

(所 要  

時 間 )  

活 動 内 容  ね ら い  フ レ イ レ の 対 話

論 に 基 づ く 意 味

付 け  

 

導  入  

（ 5 分 ）  

 

 

 

 

 

①  あ い さ つ  

②  本 ワ ー ク シ ョ ッ プ の 目 的 の 共

有  

③  ワ ー ク シ ョ ッ プ の 流 れ の 確 認  

 

 

 

ワ ー ク シ ョ ッ プ の

目 的 を 説 明 す る こ

と で 、 本 ワ ー ク シ

ョ ッ プ の 目 的 の 共

有 を 参 加 者 と お こ

な う  

 

 

 

 

 

 

 

 
2 6 7  前 章 で 述 べ て き た と お り 、ワ ー ク シ ョ ッ プ は 定 義 が 多 く あ り 、そ の な か で も「 講 義 な ど

一 方 的 な 知 識 伝 達 の ス タ イ ル で は な く 、 参 加 者 が 自 ら 参 加 ・ 体 験 し て 共 同 で 何 か を 学 び

あ っ た り 、創 り 出 し た り す る 学 び と 創 造 の ス タ イ ル 」（ 中 野『 ワ ー ク シ ョ ッ プ 』10 頁 。）

と い う 中 野 の 定 義 が 最 も 一 般 的 で あ る 。 し か し な が ら 、 中 野 の 定 義 だ け で は 、 本 実 践

に お け る ワ ー ク シ ョ ッ プ を す べ て 表 現 で き な い 。 そ の た め 、 こ こ で は 、 フ レ イ レ の

思 想 に 則 し た ワ ー ク シ ョ ッ プ を 目 指 し た 。 そ れ は 、 社 会 の 変 革 に 向 け て 、 対 話 を つ

う じ て 、自 分 と 世 界 の 関 係 性 を 明 ら か に し 、世 界 の 課 題 を 自 ら の 課 題 と し て 認 識 す る こ

と を 目 指 す 場 で あ る 。 ま た 、 今 回 の 実 践 で は 、 教 育 者 と 学 習 者 で は な く 、 学 習 者 同

士 の 対 話 に 重 点 を お い て 実 践 を お こ な っ た 。 教 育 者 と 学 習 者 の 対 話 に 着 目 で き る よ

う な 実 践 を 行 っ て い く こ と は 、 今 後 の 課 題 と し た い 。  

2 6 8  な お 、意 見 を い い や す く す る た め 、対 話 す る 土 壌 を 作 る た め の ア イ ス ブ レ イ ク を お こ な

っ た が 、 今 回 の 流 れ の 説 明 に は 含 め な い 。  



85 

（ 2 分 ）  

 

 

 

 

（ 15 分 ） 

 

 

 

 

 

＜ 絵 本 「 そ の こ 」 を 使 っ た ワ ー ク ＞  

①  動 画 鑑 賞  

谷 川 俊 太 郎 の 詩 で あ る「 そ の こ 」2 6 9

の 動 画 を 流 し 、 鑑 賞 す る  

 

②  そ の こ の イ メ ー ジ を 共 有 す る  

動 画 を 見 た う え で 、 <そ の こ >と は

だ れ か 、 具 体 的 に ど こ に 住 ん で い

て 、何 歳 で 、い つ の 時 代 の 話 な の か

な ど 、 <そ の こ > に つ い て イ メ ー ジ

で き る こ と を チ ー ム で 出 し 合 う  

そ の 後 、各 チ ー ム で の 話 し 合 い の 内

容 を 全 体 で 共 有 す る  

 

 

 

 

 

最 初 に 自 分 た ち の

な か に あ る 児 童 労

働 の イ メ ー ジ を 可

視 化 す る  

 

自 分 た ち あ る い は

自 分 の イ メ ー ジ と

ほ か の 参 加 者 の そ

れ と は ど こ が 異 な

り 、 ど こ が 同 じ か

を 知 る  

 

 

 

 

 

そ の 子 と は だ れ

か 、参 加 者 の も つ

イ メ ー ジ を 共 有

す る  

 

参 加 者 の 考 え 方

や 世 界 の 捉 え 方

を 知 る こ と に な

る ＝ 参 加 者 の 世

界 の 命 名 の 仕 方

を 知 る  

展  開  

（ 10 分 ） 

 

 

 

 

 

 

 

（ 5 分 ）  

 

 

 

 

 

 

（ 5 分 ）  

＜児童労働の説明とアクティビティ＞  

①  水 を 運 ぶ ワ ー ク  

実 際 に カ カ オ 農 園 で 児 童 労 働 を し

て い る 子 ど も た ち が カ カ オ を 運 ん

で い る の と 同 じ 重 さ の も の （ 20 キ

ロ ）を 運 び 、児 童 労 働 の 疑 似 体 験 を

お こ な う 2 7 0  

 

 

②  児 童 労 働 の 説 明  

カ カ オ 農 園 に お け る 児 童 労 働 の 現

状 や 児 童 労 働 を し て き た ふ た り の

子 ど も の エ ピ ソ ー ド を 知 る  

 

 

 

③  個 人 ワ ー ク  

カ カ オ 農 園 で 児 童 労 働 を し て い た

ブ カ リ く ん の 書 い た 手 記 2 7 1を 読 み 、

 

児 童 労 働 を し て い

る 子 ど も が 実 際 に

労 働 の 際 に 運 ん で

い る 重 さ を 体 験 し

て も ら う こ と で 、

児 童 労 働 の 状 況 を

共 感 的 に 理 解 す る  

 

児 童 労 働 の 現 状 を

具 体 的 な ふ た り の

子 ど も を 例 に す る

こ と で 、 よ り 具 体

的 に 児 童 労 働 の こ

と を 知 る  

 

具 体 的 に そ の 状 況

に お か れ て い る 子

ど も の 手 記 と 自 己

 

 

 

 
2 6 9  谷 川 俊 太 郎 『 そ の こ 』 晶 文 社 、 2012 年 。  

2 7 0  本 実 践 で は 、 カ カ オ 農 園 で 児 童 労 働 を し て い る 子 ど も た ち が 運 ぶ カ カ オ の 重 さ を ペ ッ

ト ボ ト ル 20 本 で 表 現 し た 。な お 、そ れ ぞ れ の カ カ オ 農 園 で カ カ オ を か ご に 入 れ て 運 ぶ 重

さ は 異 な る 。 詳 し い カ カ オ 農 園 の 児 童 労 働 の 現 状 に つ い て は 、 FOOD EMPOWERMENT 

PROJECT（ https://foodispower.org/human-labor-slavery/slavery-chocolate/）最 終 閲 覧

日 2022 年 1 月 7 日 を 参 照 の こ と 。  

2 7 1  白 木 朋 子『 子 ど も た ち に し あ わ せ を 運 ぶ チ ョ コ レ ー ト 。―世 界 か ら 児 童 労 働 を な く す

方 法―』 合 同 出 版 、 2015 年 、 4-5 頁 。  
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な に を 思 い 、考 え た の か を 配 っ た 手

記 の 横 に 記 入 す る  

内 対 話 を す る  

発 展  

（ 30 分 ）  

 

 

 

 

 

 

（ 20 分 ） 

 

 

 

（ 15 分 ） 

＜ 児 童 労 働 の 要 因 と そ の 構 造 ＞  

①  要 因 ワ ー ク  

さ ま ざ ま な キ ー ワ ー ド が 書 か れ て

い る カ ー ド を 用 い て 、な ぜ 児 童 労 働

が 引 き 起 こ さ れ る の か 予 想 し 、児 童

労 働 の 背 景 に あ る 構 造 を 図 式 化 す

る （ 図 1）  

 

図 が 完 成 し た あ と 、そ れ ぞ れ の チ ー

ム で ど の よ う な 図 が で き た か 発 表

し 、 共 有 す る  

 

②  構 造 的 暴 力 の 説 明 2 7 2  

カ カ オ 農 園 に お け る 児 童 労 働 に 関

わ る 構 造 の 一 例 を 知 る  

 

児 童 労 働 に は さ ま

ざ ま な 要 因 が あ る

こ と に 気 づ き 、 そ

の 背 景 に は ど の よ

う な 構 造 が あ る の

か 考 え る  

 

 

 

 

 

児 童 労 働 に は 、 さ

ま ざ ま な 要 因 が あ

り 、 そ の な か の 一

例 に つ い て 知 る  

 

世 界 の 見 え 方 を

グ ル ー プ 内 で 、対

話 し な が ら 探 り 、

参 加 者 も 自 分 の

世 界 の 見 え 方 だ

け で な く 、ほ か の

参 加 者 が 世 界 を

ど の よ う に 見 て

い る の か を 知 る  

ま と め  

（ 20 分 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 10 分 ）  

 

 

 

 

（ 20 分 ）  

 

 

①  要 因 ワ ー ク （ 2）  

要 因 ワ ー ク で 作 っ た 要 因 の な か で 、

自 分 が ど こ に 位 置 づ く か を 考 え 、 <

私 >と 書 い て あ る カ ー ド を 置 く  

※ 置 く 場 所 は 自 分 の チ ー ム の と こ

ろ に 限 定 せ ず 、他 の チ ー ム も 見 て 回

っ て 、自 分 の 思 う 要 因 と 一 番 近 い チ

ー ム の 紙 の と こ ろ に 置 い て も よ い  

自 分 が ＜ 私 ＞ の カ ー ド を 置 い た チ

ー ム で そ こ に 自 分 を 位 置 づ け た 理

由 を メ ン バ ー と 共 有 す る （ 図 2）  

 

 

②  フ ェ ア ト レ ー ド の 説 明  

そ う い っ た シ ス テ ム に 対 抗 す る 方

法 と し て の フ ェ ア ト レ ー ド の 説 明

を 聞 く  

 

③  最 後 の 問 い  

フ ェ ア ト レ ー ド の 商 品 と そ う で は

な い 商 品 が あ る と し た ら 、自 分 は ど

自 分 が そ の 構 造 の

ど こ に 位 置 づ く の

か を 考 え る こ と を

と お し て 、 自 分 と

構 造 の つ な が り を

可 視 化 し 、 自 分 と

構 造 が ど の よ う に

つ な が っ て い る の

か を 考 え る  

 

 

 

フ ェ ア ト レ ー ド を

は じ め と し た エ シ

カ ル な 消 費 に つ い

て 知 る  

 

そ の よ う な 構 造 に

対 抗 す る 方 法 と し

て の フ ェ ア ト レ ー

ド を 知 っ た う え

自 分 と 世 界 の 関

係 性 を 明 ら か に

す る  

世 界 に 内 在 す る

自 分 を 認 識 す る  

＝ 世 界 と 自 分 と

の 関 係 性 を 認 識

す る  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自 ら の こ れ ま で

の 生 活 を 省 察 し

つ つ 、こ れ か ら の

 
2 7 2  ガ ル ト ゥ ン グ 『 構 造 的 暴 力 と 平 和 』 を 参 照 の こ と 。  
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ち ら を 選 択 す る の か と い う こ と を

考 え る  

そ し て そ の 理 由 を 考 え 、ワ ー ク シ ョ

ッ プ 全 体 の 振 り 返 り と 問 い に 対 す

る 考 え を 紙 に 書 く  

で 、 改 め て 現 実 的

に 自 分 の 問 題 と し

て 考 え て み る  

課 題 に 対 す る 自 分

の 立 場 を 明 ら か に

す る  

自 分 と 世 界 と の

向 き 合 い 方 を 考

え る  
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図 1：要 因 ワ ー ク で 参 加 者 が 作 成 し た 児 童 労 働 を 取 り 巻 く 構 造 と 自 分 と の つ な

が り を 示 し た 図 。「 私 」と 書 か れ た カ ー ド に つ け ら れ た 赤 い 丸 は 筆 者 が つ け

た も の で あ る 。  

図 2： 要 因 ワ ー ク と 要 因 ワ ー ク （ ２ ） で 作 ら れ た 図 。「 私 」 と 書 か れ た カ ー ド

に つ け ら れ た 赤 い 丸 は 筆 者 が つ け た も の で あ る 。  
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4-5-1. 実 践 結 果  

 

本 実 践 で は 、 ワ ー ク シ ョ ッ プ を お こ な う 前 に 事 前 ア ン ケ ー ト を 取 り 、 ワ ー ク

シ ョ ッ プ 後 は コ メ ン ト の 記 入 と い う 形 で 、 参 加 者 の 認 識 の 変 容 を お っ た 。  

ワ ー ク シ ョ ッ プ を お こ な う 前 の ア ン ケ ー ト は 以 下 の 項 目 で 構 成 さ れ て い る 。  

① ～ ⑨ ま で の 項 目 に つ い て 、 今 現 在 の 自 分 は 1-10 の 段 階 の ど こ に 位 置 づ く

か を 示 し て も ら っ た 。  

①  児 童 労 働 が 起 き て い る こ と を 知 っ て い る か 。（ 1-知 っ て い る 、 5-ど ち ら で も

な い 、 10-知 ら な い ）  

②  児 童 労 働 を 意 識 し て い る か 。（ 1-意 識 し て い る 、5-ど ち ら で も な い 、10-意 識

し て い な い ）  

③  自 分 の 購 買 に よ っ て 不 平 等 が 引 き 起 こ さ れ て い る こ と を 知 っ て い る か 。（ 1-

知 っ て い る 、 5-ど ち ら で も な い 、 10-知 ら な い ）  

④  自 分 の 購 買 に よ っ て 不 平 等 が 引 き 起 こ さ れ て い る こ と を 意 識 し て い る か 。

（ 1-意 識 し て い る 、 5-ど ち ら で も な い 、 10-意 識 し て い な い ）  

⑤  児 童 労 働 に よ っ て で き た 製 品 を 買 う こ と を 意 識 し て い る か 。（ 1-意 識 し て い

る 、 5-ど ち ら で も な い 、 10-意 識 し て い な い ）  

⑥  児 童 労 働 に よ っ て で き た 製 品 を 買 う か 。（ 1-買 う 、5-ど ち ら で も な い 、10-買

わ な い ）  

⑦  フ ェ ア ト レ ー ド の 製 品 を 買 う こ と を 意 識 し て い る か 。（ 1-意 識 し て い る 、 5-

ど ち ら で も な い 、 10-意 識 し て い な い ）  

⑧  フ ェ ア ト レ ー ド の 製 品 を 買 う か 。（ 1-買 う 、5-ど ち ら で も な い 、10-買 わ な い ）  

 

＜ 大 学 院 生 A（ 現 職 教 員 ） の 場 合 ＞  

ワ ー ク シ ョ ッ プ 前 に お こ な っ た ア ン ケ ー ト で は 、大 学 院 生 A は 児 童 労 働 に つ

い て は 知 っ て い る も の の 、 ほ と ん ど 意 識 は し て お ら ず 、 自 分 の 購 買 行 動 に よ っ

て 不 平 等 が 引 き 起 こ さ れ て い る こ と は 知 ら な い た め 、 そ の こ と に つ い て も 意 識

は し て い な い と い う こ と だ っ た 。 ま た 、 児 童 労 働 に よ っ て で き た 製 品 を 買 う こ

と に つ い て も と く に 意 識 し て お ら ず 、 実 際 に 児 童 労 働 に よ っ て で き た 製 品 を 買

う と 回 答 し て い る 。 一 方 、 ワ ー ク シ ョ ッ プ 後 の コ メ ン ト で は 以 下 の よ う に 考 え
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て い る 。  

 

今 日 の 授 業 で「 児 童 労 働 」に つ い て 学 び ま し た 。ま ず 自 分 た ち の 生 活 が

世 界 の 問 題 に つ な が っ て い て 、 し く み に よ っ て 構 造 的 暴 力 を 引 き 起 こ し て

い る こ と に シ ョ ッ ク を 受 け ま し た 。 誰 か の 生 き 方 を 制 限 し て い る と い う 実

感 が あ り ま せ ん で し た 。 正 し い 情 報 を 入 れ て い く こ と の 大 切 さ を 学 び ま し

た 。ま た 、「 自 分 が ど こ に 位 置 づ く の か 」と い う こ と を 自 覚 す る こ と が 大 切

だ と 思 い ま し た 。た だ「 消 費 者 」と し て 捉 え る の で は な く 、「 他 者 に 伝 え る

立 場 」 や 「 未 来 を 考 え る 立 場 」 と い う 視 点 な ど 、 今 日 の ワ ー ク シ ョ ッ プ を

通 し て 、 い ろ い ろ な 視 点 を 身 に つ け て い く こ と が 大 切 だ と 思 い ま し た 。  

答 え が す ぐ に 出 せ な い 問 題 で す が 、「 も や も や し な が ら 考 え て い く こ と 」の

大 切 さ を 学 び ま し た 。  

 

大 学 院 生 A の 場 合 は 、児 童 労 働 に つ い て は ワ ー ク シ ョ ッ プ 以 前 か ら 知 っ て い

た も の の 、 児 童 労 働 と 自 分 と の つ な が り に つ い て は 認 識 し て い な か っ た 。 し か

し 、 ワ ー ク シ ョ ッ プ を つ う じ て 、 自 分 の 生 活 と 世 界 が 構 造 的 暴 力 と い う 概 念 に

よ っ て つ な が っ た こ と が 見 受 け ら れ た 。つ ま り 、世 界 を 命 名 す る 行 為 に よ っ て 、

世 界 の だ れ か の 問 題 が 自 分 と つ な が り 、 解 決 を 迫 る 問 題 と し て 現 れ た こ と を 示

し て い る 。 ま た 、 自 分 が そ の 構 造 の ど こ に 位 置 づ く の か と い う 問 い に 対 し て 、

現 在 の 自 分 と 世 界 と の 位 置 づ け の み な ら ず 、 こ れ か ら の 自 分 の 位 置 づ け に 至 る

ま で 参 加 者 は 考 え た 。 参 加 者 が 今 後 の 世 界 と の 関 わ り に つ い て 考 え る と い う こ

と は 、 実 践 者 も 予 想 し な か っ た 点 で あ っ た 。 こ れ ら の 参 加 者 の 行 為 は 世 界 と 自

分 と の 位 置 づ け を 考 え る こ と を つ う じ て 、た ん に 、現 状 を 告 発 す る の み な ら ず 、

予 告 し 、 自 分 と こ れ か ら ど の よ う に 世 界 と 関 わ っ て い く か を 考 え た 結 果 で あ る

273。  

 

 
2 7 3  フ レ イ レ の 言 葉 で い う な ら ば 、「 対 話 の 実 践 の な か で 、 教 師 と 学 習 者 は 、 一 緒 に な っ て

人 間 を 非 人 間 化 す る 現 実 の 分 析 行 為 に 取 り 組 み な が ら 、 一 方 で は そ の 現 実 を 告 発 し 、 他

方 で は 、人 間 解 放 の 名 に お い て 、か か る 現 実 の 変 革 を 予 告 す る の で あ る 。」（ フ レ イ レ『 自

由 の た め の 文 化 行 動 』 41 頁 。）  
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＜ 大 学 院 生 B（ 現 職 教 員 ） の 場 合 ＞  

大 学 院 生 B は 、ア ン ケ ー ト で は 、ど の 項 目 も ほ ぼ ど ち ら で も な い と い う 項 目

に 丸 が つ い て お り 、 そ の 理 由 と し て 、 な ん と な く 知 っ て い る 程 度 で あ ま り よ く

わ か ら な い か ら と い う 理 由 を あ げ て い た 。 ワ ー ク シ ョ ッ プ 後 の コ メ ン ト で は 、

以 下 の よ う に 述 べ て い る 。  

 

一 人 で は な く 、 グ ル ー プ で 作 業 を し た こ と に と て も 大 き な 学 び が あ り ま

し た 。同 じ こ と で も 自 分 が 考 え て い な い 視 点 な ど 、多 面 的・多 角 的 に 考 え る

こ と が で き ま し た 。ま た 、グ ル ー プ の 人 に 説 明 す る こ と で 、自 分 の 考 え を 整

理 し た り 、自 分 の 普 段 の 生 活 の 仕 方 を 見 つ め 直 す こ と が で き ま し た 。ま た 、

ほ か の グ ル ー プ で ど の よ う な 意 見 が 出 て き た か も 知 る こ と が で き 、 考 え を

広 げ た り 、 深 め た り す る こ と が で き ま し た 。「 主 体 的 ・ 対 話 的 で 深 い 学 び 」

を 体 験 す る こ と が で き た と 思 い ま す 。  

 

大 学 院 生 B の 場 合 は 、ワ ー ク シ ョ ッ プ 中 の 他 者 と の 対 話 に つ い て 記 述 し て い

る 。 本 実 践 で 重 視 し た 、 グ ル ー プ 内 で 、 世 界 の 見 え 方 を 対 話 し な が ら 探 り 、 他

者 の 世 界 の 命 名 の 仕 方 を 知 る こ と 、 そ し て 他 者 を つ う じ て 自 ら の 世 界 と の 関 わ

り 方 を 省 み る と い う こ と が ワ ー ク シ ョ ッ プ 中 に 実 現 さ れ た 。  

 

＜ 大 学 院 生 C の 場 合 ＞  

自 ら が 抑 圧 者 で あ る と い う こ と を 自 覚 し つ つ も 、自 分 は ま た 別 の 構 造 の な か

で は 抑 圧 を 受 け て い る と い う 点 に も 気 づ い た 参 加 者 も い た 。 ワ ー ク シ ョ ッ プ 後

の ア ン ケ ー ト で 、 大 学 院 生 C は 以 下 の よ う に 書 い て い る 。  

 

構 造 的 暴 力 が 如 何 な る も の か ， ワ ー ク シ ョ ッ プ と い う 実 体 験 （ ex.20kg の

水 ）を 通 し て 理 解 で き た 。自 分 は「 私 」カ ー ド を ，借 金 を 負 う 院 生 と し て ，

「 お 金 が 無 い 」 に 置 い た 。 構 造 的 暴 力 と し て 貨 幣 経 済 に 支 配 さ れ る 者 は ，

結 局 選 択 肢 が な く ，自 分 も 安 い 商 品 を 買 い そ れ を 美 味 し く 無 駄 な く 食 べ る

以 外 に で き る こ と が 無 い 。 自 分 自 身 に 行 動 選 択 の 余 地 が 残 さ れ て い な い

（ フ ェ ア ト レ ー ド と い う 高 額 商 品 を 買 え ず ，安 い も の し か 買 え な い ）こ と
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か ら ，児 童 労 働 を せ ざ る を え な い「 そ の 子 」達 と 共 通 す る 点 を 見 出 す に 至

っ た 。 異 な る 点 は ， 私 は 先 進 国 側 に そ れ で も 存 在 し て お り ，「 そ の 子 」 達

を 構 造 的 に 搾 取 す る 立 場 に あ る と い う こ と で あ る 。先 進 国 対 途 上 国 の み の

ベ ク ト ル で 構 造 的 暴 力 は 捉 え ら れ ず ，先 進 国 内・途 上 国 内 で も 見 て 取 れ る 。 

 

明 確 に 、自 ら の 抑 圧 者 性 の み な ら ず 、被 抑 圧 者 性 に つ い て の 認 識 に ま で 至 っ

た の は 大 学 院 生 C 以 外 に 見 受 け ら れ な か っ た 。し か し 、フ ェ ア ト レ ー ド の チ ョ

コ レ ー ト を 実 際 に 買 え る か ど う か を 考 え る 際 に 、 そ こ ま で 高 い チ ョ コ レ ー ト を

買 え る 余 裕 が 、自 分 に も な い と い う 発 言 を し て い る 参 加 者 は い た 。し た が っ て 、

そ の 点 に つ い て 、 よ り 深 く 考 え ら れ る よ う な 活 動 を 取 り い れ る べ き で あ っ た 。  

 

本 実 践 で は 、 全 体 を つ う じ て 、 参 加 者 自 身 が 、 他 者 と の 対 話 の な か で 自 ら を

省 察 す る こ と が で き 、 自 分 と 世 界 と の 関 係 に つ い て よ り 深 く 考 え る こ と が で き

た 。 こ れ は フ レ イ レ の 対 話 に 関 す る 以 下 の 主 張 と 重 な り 合 う 。  

 

対 話 と は 出 合 い で あ り 、 対 話 者 同 士 の 省 察 と 行 動 が そ こ で ひ と つ に 結 び つ

い て 、変 革 し 人 間 化 す べ き 世 界 へ と 向 か う の だ か ら 、こ の 対 話 は 、け っ し て

あ る 者 の 観 念 を 他 者 の な か に 預 金 す る 行 為 に 還 元 さ れ た り 、 た ん に 議 論 の

参 加 者 に よ っ て 消 費 さ れ る 観 念 の や り 取 り に な る こ と は で き な い 。 そ れ は

ま た 、世 界 を 命 名 す る こ と に も 真 実 を 探 求 す る こ と に も 積 極 的 に 関 与 せ ず 、

己 れ の 真 実 を 押 し つ け る こ と に の み 汲 々 と し て い る 者 た ち の 、 敵 意 に 満 ち

た 論 争 的 討 論 で も な い 。 対 話 は 世 界 を 命 名 す る 人 間 同 士 の 出 合 い な の だ か

ら 、 あ る 者 が 他 者 に か わ っ て 命 名 す る 関 係 に な っ て は な ら な い 。 そ れ は 創

造 行 為 で あ っ て 、他 者 を 支 配 す る た め の 滑 稽 な 道 具 に な っ て は な ら な い 274。 

 

つ ま り 、 フ レ イ レ に よ れ ば 、 対 話 者 同 士 が 内 容 に 関 与 し よ う と せ ず 、 表 面 的

に 会 話 し た り 、 対 話 の 相 手 に 自 ら の 信 念 を 押 し つ け よ う と す る 場 合 、 対 話 は 成

立 し な い 。 対 話 は 対 話 者 同 士 が 好 奇 心 を も っ て 、 他 者 の 考 え や 意 見 に 開 か れ 、

 
2 7 4  フ レ イ レ 『 被 抑 圧 者 の 教 育 学 』 97-98 頁 。  
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自 ら を 省 察 し 、 世 界 に お け る 自 ら の 位 置 や こ れ か ら の 自 分 の 位 置 に つ い て 考 え

る こ と が 求 め ら れ る 。 本 実 践 で は 、 参 加 者 同 士 の 対 話 を 重 視 し た 。 参 加 者 同 士

は 対 話 を す る こ と で 、 互 い に 新 し い 世 界 の 見 え 方 を 知 っ た り 、 知 り 直 し た り す

る 。 ま た 、 そ れ を つ う じ て 、 実 践 者 自 身 も 実 践 前 は 知 り え な か っ た 新 し い 世 界

の 見 え 方 を 知 る こ と が で き る 。 そ の よ う に 、 参 加 者 同 士 も 実 践 者 自 身 も 対 話 を

つ う じ て 、 疑 問 を も ち 、 創 造 し 、 と も に 学 ぶ 場 を つ く る こ と が で き た こ と は 、

今 回 の 実 践 の 意 義 で あ る 275。  

 

4-5. 結 論  

 

本 実 践 で は 、世 界 を 命 名 す る と い う 行 為 を つ う じ て 、自 分 と 世 界 の 関 係 性 を

明 ら か に し 、世 界 に 内 在 す る 自 分 を 認 識 す る と い う 目 的 は お お む ね 達 成 で き た 。

そ れ を 学 習 者 同 士 の 対 話 を つ う じ て お こ な え た こ と で 、 他 者 の 世 界 に 対 す る 見

方 を 知 る だ け で な く 、 自 ら を 省 察 す る こ と に も つ な が っ た 。 そ れ ら の 対 話 を つ

う じ て 、 自 分 と 世 界 と の 関 係 に つ い て よ り 深 く 考 え る こ と が で き た こ と が 本 実

践 の 大 き な 成 果 で あ る 。 そ の よ う な 自 分 と 世 界 と の 関 係 あ る い は 世 界 の 見 え 方

を 探 求 す る こ と が 、 フ レ イ レ の 目 指 し た 対 話 で あ り 、 世 界 を 媒 介 に し た 人 間 と

人 間 の 出 合 い で あ っ た 。  

し か し 、本 実 践 で は 、大 学 院 生 C を 除 い て は 、ベ ー コ ン が 示 し た よ う な 自 ら

の 被 抑 圧 者 性 に も 気 づ き 、 抑 圧 と 被 抑 圧 の 複 雑 な 関 係 を 理 解 す る 段 階 に ま で 至

る こ と が で き な か っ た 。 抑 圧 と 被 抑 圧 が 複 雑 に 絡 み 合 っ た 現 代 で 実 践 す る た め

に は 、 自 ら の 抑 圧 者 性 と 被 抑 圧 者 性 に 気 づ い た う え で 、 そ れ を 言 語 化 で き る 活

動 を 取 り い れ る こ と が 求 め ら れ る 。 そ の 点 は 本 論 と 本 実 践 を つ う じ て 見 つ か っ

た 課 題 で あ る 。 そ の こ と に つ い て は 結 語 で 詳 し く 言 及 す る 。  

本 章 で は 、 フ レ イ レ の 「 対 話 と は 、 世 界 を 命 名 す る た め の 、 世 界 に よ っ て 媒

介 さ れ る 人 間 と 人 間 と の 出 合 い で あ る 」 276と い う 有 名 な 一 節 の 「 世 界 を 命 名 す

 
2 7 5  も ち ろ ん 本 論 で 行 っ た よ う な 一 回 の 実 践 で 完 結 す る わ け で は な く 、 本 実 践 は 人 間 化 の

た め の 大 き な プ ロ セ ス の ほ ん の 一 部 分 で し か な い 。ま た 、一 回 の ワ ー ク シ ョ ッ プ で で き る

こ と に は 限 界 が あ る 。し た が っ て 、こ の よ う な プ ロ セ ス を 何 度 も 繰 り 返 し て い く こ と が 非

常 に 重 要 で あ り 、 長 い ス パ ン で の 実 践 も 今 後 の 課 題 と し た い 。  

2 7 6  同 上 、 97 頁 。  
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る 」 と い う 言 葉 に 着 目 し 、 フ レ イ レ の 対 話 の 概 念 を 改 め て 明 ら か に し た 。 世 界

を 命 名 す る と は 、 世 界 に 言 葉 を 与 え る こ と で あ り 、 そ の プ ロ セ ス を つ う じ て 世

界 の 課 題 を 自 ら の 課 題 と し て 認 識 す る と い う こ と で あ る 。 そ の プ ロ セ ス を 実 現

す る 、 つ ま り 「 世 界 を 命 名 す る 」 実 践 の 一 例 を 紹 介 し た 。  

さ ら に 本 論 で は 、 あ え て 「 被 抑 圧 者 」 に 対 し て で は な く 、 知 ら ず 知 ら ず の う

ち に 抑 圧 を し て い る わ た し た ち に 対 す る 実 践 を お こ な っ た 。 と は い え 、 そ れ は

抑 圧 者 の 抑 圧 者 性 を 頭 ご な し に 糾 弾 す る の で は な く 、 世 界 に お け る 自 分 の 位 置

づ け を 考 え る こ と を つ う じ て 、 実 は だ れ か を 収 奪 す る 立 場 に 構 造 的 に 置 か れ て

い る こ と に 気 づ く 実 践 で あ っ た 。 フ レ イ レ は と く に 晩 年 、 重 層 的 で 多 様 な ア イ

デ ン テ ィ テ ィ を も つ 、 抑 圧 者 で も あ り 、 被 抑 圧 者 で も あ る 人 間 の 存 在 と い う 問

題 に つ い て 、 つ ね に 考 え て い た と い う 277。 そ の よ う な フ レ イ レ の 問 題 関 心 を 抑

圧 者 の た め の 教 育 学 （ a pedagogy for the oppressor） と し て 、 ベ ー コ ン や ア レ

ン は 自 ら の 文 脈 の な か で 実 践 化 す る 道 を 探 求 し て き た 。 そ れ は フ レ イ レ の 思 想

を さ ま ざ ま な 文 脈 で 普 遍 化 す る こ と を 可 能 に し 、 発 展 さ せ る 可 能 性 を 示 唆 し て

い る 。  

し か し 、 ジ ル ー の い う よ う に 、 フ レ イ レ の 思 想 は 「 そ れ を も ち い る 者―そ

れ ぞ れ 異 な る 歴 史 的 背 景 と 異 な る 歴 史 的 文 脈 の な か で 、 そ の 洞 察 の 光 を 利 用 し

よ う と す る 人 び と に よ っ て 、批 判 的 に 媒 介 さ れ ね ば な ら ぬ も の 278」で あ り 、「特

定 の 状 況 に お い て 読 み 解 か れ 、 批 判 的 に 適 応 さ れ る 必 要 に あ る 理 論 的 な 道 し る

べ で あ る 」 279と す る な ら ば 、 自 分 が 今 置 か れ て い る 文 脈 の な か で 、 フ レ イ レ の

思 想 を 批 判 的 に 媒 介 し 、 日 本 の 文 脈 に お け る 人 間 化 の 実 践 を 考 え る べ き で あ ろ

う 。 つ ま り 、 抑 圧 者 で も あ る と 同 時 に 、 被 抑 圧 者 に も な り え る わ た し た ち が 、

い か に し て 意 識 化 し 、 人 間 化 さ れ う る か を 探 求 し 続 け る よ り 道 は な い 。 そ れ こ

そ が 、 現 代 の 日 本 に 生 き る わ た し た ち に 残 さ れ た フ レ イ レ か ら の 課 題 で あ る 。  

  

 
2 7 7  Freire, Paulo, “A Response” Mentoring the Mentor, Peter Lang Ing, 1997, p.311.  

2 7 8  ジ ル ー 、 前 掲 論 文 、 37 頁 。  

2 7 9  ジ ル ー 、 同 上 。  
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結 語  

 

さ い ご に 、 こ れ ま で 各 章 で 考 察 し た こ と を そ れ ぞ れ 確 認 し た う え で 、 残 さ れ

た 課 題 、そ し て フ レ イ レ の 批 判 的 ワ ー ク シ ョ ッ プ の 現 代 的 意 義 と 特 徴 を 示 し て 、

本 論 を 締 め く く り た い 。  

第 1 章 で は 、 ま ず 、 現 代 の 参 加 型 の 学 習 の 系 譜 の な か で 、 フ レ イ レ の 教 育 思

想 が 肯 定 的 に 捉 え ら れ な が ら も 、 一 部 で は 誤 読 さ れ て い る 状 況 を 確 認 し た 。 そ

の よ う な 一 部 の 教 育 を フ レ イ レ は 、「 放 任 主 義 の 教 育 」と し て 批 判 を し た 。彼 が

批 判 す る 「 支 配 の 教 育 」 と 彼 の 目 指 す 「 解 放 の 教 育 」 と の ち が い を 整 理 し た う

え で 、 放 任 主 義 の 教 育 は 「 支 配 の 教 育 」 に 分 類 さ れ る と い う こ と を 明 ら か に し

た 。 フ レ イ レ に よ れ ば 、 放 任 主 義 の 教 育 に お け る 教 育 者 （ フ ァ シ リ テ ー タ ー ）

は 学 習 者 に 介 入 せ ず 、 い か な る 方 向 性 も 示 さ な い こ と で 、 結 局 の と こ ろ 現 存 す

る 抑 圧 構 造 を 再 生 産 し て い る 。 そ の よ う な 意 味 で 、 放 任 主 義 の 教 育 は フ レ イ レ

か ら み れ ば 銀 行 型 教 育 と 同 じ 「 支 配 の 教 育 」 で あ る 。 こ こ に 、 フ レ イ レ の 課 題

提 起 教 育 と フ レ イ レ の 批 判 す る 放 任 主 義 の 教 育 と の 決 定 的 な 差 異 を 見 い だ せ る 。

ま た 、 フ ァ シ リ テ ー タ ー は 学 習 者 と 対 話 を お こ な う 主 体 を 放 棄 し て し ま っ て い

る と い う 点 で も 、 フ レ イ レ の 教 育 と の 大 き な 差 異 が み ら れ る 。 最 終 的 に は 、 フ

レ イ レ が 目 指 し た 教 育 者 と 学 習 者 の 関 係 性 と は 、 両 者 が 異 な る 権 威 を 尊 重 し つ

つ 対 話 す る こ と で 、 と も に 主 体 と な る 真 に 民 主 的 な も の で あ る と い う こ と を 確

認 し 、 第 1 章 を 締 め く く っ た 。  

つ ぎ に 、 第 2 章 で は 、 前 章 で 確 認 し た 参 加 型 学 習 の 系 譜 の な か で 、 フ レ イ レ

と の 類 似 性 が 取 り 上 げ ら れ る も の の 、 そ れ が 本 質 的 に 異 な っ て い る と い う 例 の

一 つ と し て 、 カ ー ル ・ ロ ジ ャ ー ズ を 取 り あ げ た 。 そ こ で は 、 両 者 の 類 似 点 を 認

め た う え で 、 見 逃 せ な い 相 違 点 に つ い て 考 察 を 深 め た こ と で 、 フ レ イ レ 教 育 思

想 の 特 徴 を よ り 明 確 に 示 す こ と が で き た 。 教 育 は 学 習 者 が 中 心 で あ る べ き だ と

い う ロ ジ ャ ー ズ の 考 え に 対 し 、 フ レ イ レ は 学 習 者 を 中 心 に す る と い う こ と は な

か っ た 。 ま た 、 ロ ジ ャ ー ズ は 学 習 者 と 教 育 者 が 対 等 で あ る べ き だ と 考 え 、 そ の

た め に 教 育 者 は ひ と り の 人 間 と し て 生 徒 に 向 き 合 う こ と の 必 要 性 を 訴 え て き た 。

そ の こ と に つ い て 、 ブ ー バ ー の 思 想 に 依 拠 し て 、 教 育 関 係 に お い て 完 全 な る 対

等 性 は 不 可 能 で あ る 、 と い う こ と を 明 ら か に し た 。 フ レ イ レ も ブ ー バ ー と 同 様
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の 主 張 を し て お り 、 そ れ が ロ ジ ャ ー ズ と フ レ イ レ の 大 き な 差 異 で あ っ た 。 フ レ

イ レ に と っ て 、 対 話 を も と に し た 教 育 者 と 学 習 者 の 関 係 性 は 、 両 者 の 差 異 を 解

消 し 、 教 育 者 と 学 習 者 が 同 等 の 存 在 に な る も の で は な い 。 む し ろ 、 両 者 が 相 手

を 自 分 と は 異 な る 存 在 と し て 、 尊 重 す る こ と が 求 め ら れ る 。 両 者 の 異 な る ア イ

デ ン テ ィ テ ィ を 尊 重 す る こ と で 、 は じ め て 対 話 は 成 り 立 ち 、 対 話 的 な 教 育 が 実

現 可 能 に な る 。  

さ ら に 、 第 3 章 で は 、 参 加 型 学 習 の 系 譜 か ら は 少 し 離 れ て 、 マ ー シ ャ ル ・ ロ

ー ゼ ン バ ー グ に よ る 非 暴 力 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ ア プ ロ ー チ を 取 り 上 げ 、 こ れ

を 平 和 教 育 の 視 点 か ら フ レ イ レ と 比 較 し た 。 ロ ー ゼ ン バ ー グ の 非 暴 力 コ ミ ュ ニ

ケ ー シ ョ ン を「 狭 義 の 平 和 教 育 」の 実 践 、フ レ イ レ の 実 践 を「 広 義 の 平 和 教 育 」

の 実 践 と し て 位 置 付 け 、 そ の 両 者 を 比 較 し 、 そ の 差 異 に 着 目 す る こ と で 、 フ レ

イ レ の 思 想 を 捉 え 直 し た 。 両 者 の 比 較 を つ う じ て 、 ロ ー ゼ ン バ ー グ の 実 践 に 対

し て も 、 あ る い は 「 狭 義 の 平 和 教 育 」 に 対 し て も 、 社 会 構 造 の 変 革 を 伴 わ な い

と い う 点 に 関 し て 、 フ レ イ レ は 同 じ よ う な 疑 問 を 投 げ か け て い る こ と が 明 ら か

に な っ た 。 つ ま り 、 暴 力 の な い 社 会 を 実 現 す る た め に は 、 意 識 や 行 動 に 影 響 を

与 え る 構 造 を 批 判 的 に 分 析 し 、そ の 構 造 を 変 革 す る こ と を 目 指 さ ね ば な ら な い 、

と い う の が フ レ イ レ の 主 張 で あ る 。 こ の こ と か ら 、 フ レ イ レ が 社 会 構 造 の 変 革

を 含 ま な い 教 育 に 対 し て 批 判 的 な 姿 勢 を 変 え な か っ た こ と に く わ え 、 フ レ イ レ

の 目 指 す 教 育 に は 、 現 在 の 支 配 関 係 や そ れ を 生 み 出 す 構 造 を 批 判 し 、 異 議 申 し

立 て を す る 批 判 の 言 語 と 、 そ れ に 対 抗 し 、 新 し い 社 会 を 創 り 出 す た め の 可 能 性

の 言 語 が 含 ま れ る と い う こ と を 平 和 教 育 の 視 点 か ら 明 ら か に し た 。  

第 4 章 で は 、 パ ウ ロ ・ フ レ イ レ の 目 指 し た 対 話 的 な 実 践 と は な に か を 考 察 す

る た め 、フ レ イ レ の「 対 話 」の 意 味 を あ ら た め て 確 認 し た 。フ レ イ レ に と っ て 、

「 対 話 」 と は 世 界 を 命 名 す る と い う 行 為 を つ う じ て 、 自 分 と 世 界 と の 関 係 あ る

い は 世 界 の 見 え 方 を 探 求 す る こ と で あ り 、 世 界 を 媒 介 に し た 人 間 と 人 間 の 出 合

い で あ る 。 そ こ で 明 ら か に な っ た 対 話 の 思 想 に も と づ い た 一 つ の 実 践 例 を 紹 介

し た 。 そ の 実 践 で は 、 対 話 を つ う じ て 、 自 分 と 世 界 の 関 係 性 を 明 ら か に し 、 世

界 に 内 在 す る 自 分 を 認 識 す る と い う 目 的 を お お む ね 達 成 す る こ と が で き た 。 し

か し な が ら 、 こ の 実 践 を 行 っ た こ と で 、 新 た な 課 題 が 浮 か び 上 が っ た 。  

そ の 課 題 と は 、 参 加 者 に 自 ら の 「 被 抑 圧 者 性 」 に も 気 づ い て も ら え る よ う な
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活 動 を 取 り 入 れ る べ き だ っ た の で は な い か 、と い う こ と で あ る 。大 学 院 生 C は 、

自 分 の 抑 圧 者 性 の み な ら ず 、 被 抑 圧 者 性 に ま で 気 づ い た も の の 、 そ の 原 因 や 背

後 に あ る 社 会 構 造 に ま で 考 え を め ぐ ら せ る こ と は で き な か っ た 。 そ れ は 、 社 会

構 造 に ま で 考 え を め ぐ ら せ る よ う 、 促 す こ と が で き な か っ た 実 践 者 に 原 因 が あ

る 。  

こ の 大 学 院 生 Ｃ の 着 眼 点 は 、 自 ら の 世 界 に お け る 立 ち 位 置 を 考 え る う え で 、

非 常 に 重 要 で あ る 。 前 章 で 参 照 し た 、 ベ ー コ ン な ど も 抑 圧 と 被 抑 圧 の 複 雑 な 関

係 を 理 解 す る こ と の 必 要 性 を 指 摘 し て い る 。 さ ら に 、 自 分 の 抑 圧 と 他 者 の 抑 圧

の ど ち ら に も 関 心 を も つ 必 要 が あ る と い う 彼 ら の 主 張 は 、 抑 圧 と 被 抑 圧 の 関 係

が 複 雑 で 重 層 的 な 現 代 で 、 フ レ イ レ の 実 践 を お こ な う に あ た っ て 、 着 目 す べ き

重 要 な 点 で あ る 。  

現 代 の 新 自 由 主 義 的 な 社 会 に お い て は 、 自 由 と 引 き 換 え に 「 自 己 責 任 」 が 求

め ら れ る 。 そ の よ う な 状 況 の な か で 、 と く に 若 者 の あ い だ で 「 閉 ざ さ れ た 自 己

責 任 」 意 識 が 強 ま っ て い る と 平 塚 眞 樹 は 指 摘 す る 280。 そ れ は 、 他 者 の 苦 し み や

困 難 は 他 者 自 身 の 責 任 で あ る た め 、 自 分 と は 関 係 の な い 問 題 で あ り 、 反 対 に 自

分 の 問 題 の 責 任 は 全 て 自 分 に 課 さ れ る と い う 考 え 方 で あ る 。 そ の よ う な 意 識 が

強 ま る と 、抑 圧 さ れ て い る 他 者 に 対 し て 、「 自 己 責 任 」だ と 非 難 を 浴 び せ る 一 方

で 、 自 分 自 身 が 社 会 の な か で 抑 圧 さ れ て い た と し て も 、 そ れ を 社 会 の 問 題 で は

な く 個 人 の 問 題 に 還 元 し て し ま う 。 自 分 や 他 者 の 困 難 や 苦 し み の 原 因 を 、 今 自

分 を 抑 圧 し て い る 構 造 に 見 出 す の で は な く 、 他 者 や 自 分 の 努 力 不 足 に 求 め る 。

こ の よ う な 意 識 は フ レ イ レ が 出 会 っ て き た 多 く の 被 抑 圧 者 た ち と 共 通 し て い る 。

フ レ イ レ は カ ル フ ォ ル ニ ア の カ ト リ ッ ク の 施 設 で 出 会 っ た 、 貧 困 に 苦 し む ひ と

り の 女 性 と の 会 話 を 懐 古 し 、 こ う 語 っ て い る 。  

 

彼 女 の 心 の な か に は 、 ま る で 自 分 は 出 来 損 な い だ 、 と い う 感 覚 が あ る よ う

だ っ た 。そ し て 、そ れ は 自 分 の せ い で あ り 、そ ん な 自 分 が 、言 う な れ ば 、北

米 の 一 部 で あ る と い う こ と に 社 会 か ら 許 し を 請 わ な け れ ば な ら な い よ う だ

っ た 。 自 分 の 失 敗 に 対 す る 苦 し み と 自 責 の 念 に 駆 ら れ た 涙 で い っ ぱ い に な

 
2 8 0  平 塚 眞 樹「 次 代 を ひ ら く シ テ ィ ズ ン の 形 成 」佐 藤 洋 作 、平 塚 眞 樹 編『 ニ ー ト・フ リ ー タ

ー と 学 力 』 明 石 書 店 、 2005 年 、 271 頁 。  
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っ た 彼 女 の 青 い 目 が 、今 で も 目 に 浮 か ぶ 。彼 女 の よ う な 人 は 、自 分 の 苦 し み

の 原 因 が 、 自 分 が 生 き て い る 社 会 政 治 的 、 経 済 的 シ ス テ ム の 強 情 さ に あ る

こ と を ま だ 理 解 し て い な い 、 傷 つ き 、 周 辺 化 さ れ た 大 勢 の 人 た ち の 一 部 で

あ る 。 そ う で あ る 限 り 、 彼 ら 彼 女 ら は こ の シ ス テ ム の 力 を 助 長 す る だ け で

あ る 。 実 際 、 彼 ら 彼 女 ら は 無 意 識 に 非 人 間 的 な 社 会 政 治 的 秩 序 を 助 長 し て

し ま う 281。  

 

フ レ イ レ は 彼 女 が 直 面 し て き た 困 難 や 苦 し み に つ い て 語 っ て い る 際 に 、 自 責

の 念 に 駆 ら れ て い る 様 子 を 目 の 当 た り に し た 282。 そ の よ う な 自 己 責 任 の 考 え

方 は た ん に 自 分 を 抑 圧 す る の み な ら ず 、 同 じ よ う に 抑 圧 さ れ て い る 他 者 も 苦 し

め る 。 な ぜ な ら 、 フ レ イ レ も 主 張 し て い る よ う に 、 自 己 責 任 の 考 え 方 は 、 社 会

の 問 題 を 自 分 の 問 題 に 還 元 す る こ と で 、 社 会 的 政 治 的 な 構 造 か ら 意 識 を 遠 ざ け

て し ま う か ら で あ る 。 そ の 結 果 、 現 存 す る 抑 圧 構 造 を 維 持 し 、 そ の 抑 圧 構 造 に

巻 き 込 ま れ て い る 人 び と へ の 抑 圧 を 結 果 的 に 持 続 さ せ 、 強 化 す る こ と に な る 。

そ れ が 時 に 、 水 平 暴 力 と し て 、 同 じ 被 抑 圧 者 に 対 す る 直 接 的 な 攻 撃 と し て 現 れ

る 。 つ ま り 、 こ の よ う な 状 況 下 で は 、 自 分 の 抑 圧 に 対 し て も 、 他 者 の 抑 圧 に 対

し て も 、 同 様 に 関 心 を も ち 、 そ れ を 創 り 出 し て い る 社 会 構 造 と そ の 変 革 へ 意 識

を む け る こ と が 求 め ら れ る 。 そ の よ う な 意 味 で 、 フ レ イ レ の 実 践 を 現 代 で お こ

な う な ら ば 、 自 ら の 被 抑 圧 者 性 と 抑 圧 者 性 の ど ち ら に も 着 目 し 、 意 識 化 す る 実

践 が 必 要 不 可 欠 で あ る 。  

こ こ か ら は 、 フ レ イ レ の 現 代 的 意 義 に つ い て 考 察 し た い 。 新 自 由 主 義 的 な 思

考 や 行 動 が 優 勢 を 誇 る 現 代 に お い て 、フ レ イ レ の 思 想 を 今 一 度 読 み 返 す こ と に 、

は た し て 意 義 が あ る の だ ろ う か 。 私 は そ の 問 い に 肯 定 的 に 答 え た い 。 そ れ は 、

フ レ イ レ に 影 響 を 受 け た と さ れ る 、 あ る い は フ レ イ レ の 思 想 を も と に し た 教 育

が 、 ま さ に 「 支 配 の た め の 教 育 」 と し て 消 費 さ れ 、 実 践 さ れ る 危 険 性 が あ る か

ら で あ る 。 さ ら に い え ば 、 教 育 そ の も の が 、 人 間 が 人 間 ら し く 社 会 に 参 画 し な

 

2 8 1  Freire, Paulo,  Pedagogy of Freedom: Ethics, Democracy, and Civic Courage , Rowman 

& Litt lefield Publishers , 1998,  p.78.  

2 8 2  Ibid., p.78.  
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が ら 生 き る こ と が で き る た め で は な く 、 市 場 の 富 の 増 大 に 貢 献 で き る 「 人 材 」

を 生 み 出 す た め の も の に 転 化 し つ つ あ る か ら で あ る 。  

ア メ リ カ の 政 治 学 者 で あ る ウ ェ ン デ ィ ・ ブ ラ ウ ン は 、 市 場 に お い て 価 値 が あ

る か ど う か と い う 視 点 が 、 た ん な る 経 済 政 策 に と ど ま ら ず 、 あ ら ゆ る 生 活 の 領

域 に 浸 透 し て い る こ と に 警 鐘 を 鳴 ら し て い る 。 そ れ は 教 育 と い う 領 域 に お い て

も 例 外 で は な い 。ブ ラ ウ ン が 指 摘 す る よ う に 、「 知 識 、思 考 、訓 練 は ほ ぼ も っ ぱ

ら 、 資 本 の 増 大 に 貢 献 す る た め だ け に 評 価 さ れ 、 欲 望 さ れ る 」 283。 教 育 は 資 本

の 増 大 の た め に 行 わ れ 、 資 本 の 増 大 に 貢 献 で き る 人 材 を 作 り 出 す た め に 行 わ れ

る 。「 市 場 合 理 性 」の 論 理 が 入 り 込 ん で き た こ と に よ っ て 、と く に 高 等 教 育 は「 社

会 善 お よ び 公 共 善 」と い う 観 点 で は な く 、「 金 を 稼 ぐ 能 力 」と い う 観 点 か ら 評 価

さ れ る 個 人 へ の 投 資 に 転 換 さ れ た 284。  

フ レ イ レ も 市 場 の 論 理 が 教 育 に 入 り 込 み 、 教 育 が 人 間 化 の た め で は な く 、 現

行 の 支 配 構 造 を 維 持 す る 人 材 を 生 み 出 す た め の も の に 変 化 し て い る こ と に 警 鐘

を 鳴 ら し て い る 。  

 

言 い 換 え れ ば 、 新 自 由 主 義 の 世 界 に お け る 教 育 に お い て 大 事 な の は 、 倫 理

的 な 問 い を 尋 ね る こ と な く 、 い か に し て 熟 練 し た 消 費 者 に な る か 、 い か に

し て 熟 練 し た 知 識 の 伝 達 者 に な る か と い う こ と で あ る 。 学 習 者 を た ん に 知

識 の 消 費 者 と 見 な す 市 場 の 要 求 に 従 い 、 た ん な る 知 識 の 伝 達 者 と し て の 役

割 を 引 き 受 け る と き 、 消 費 さ れ 切 り 捨 て ら れ る 客 体 と し て で は な く 、 歴 史

の 主 体 と し て 彼 ら 彼 女 ら の 世 界 を は っ き り と 表 現 す る 可 能 性 を 否 定 す る イ

デ オ ロ ギ ー 操 作 の 罠 に 落 ち る こ と に な る 。 注 意 深 く 考 え な い 限 り 、 教 師 は

だ れ で も 簡 単 に ［ そ の よ う な イ デ オ ロ ギ ー を 再 生 産 す る ］ 知 識 の 伝 達 者 の

役 割 を 担 っ て し ま う か も し れ な い 。『 被 抑 圧 者 の 教 育 学 』で 私 が 述 べ た よ う

に 、 彼 ら は 銀 行 型 教 育 を 運 用 す る 教 師 と な り 、 生 徒 の 心 に 預 金 を し て し ま

う こ と に な る 285。  

 
2 8 3  ウ ェ ン デ ィ ・ ブ ラ ウ ン 『 い か に し て 民 主 主 義 は 失 わ れ て い く の か 』（ 中 井 亜 佐 子 訳 ） み

す ず 書 房 、 2017 年 、 203 頁 。  

2 8 4  同 上 、 208 頁 。  

2 8 5  Freire, “Response”,  pp.314-315.  
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新 自 由 主 義 的 な 教 育 を イ デ オ ロ ギ ー 的 で な い 中 立 的 な 教 育 と 見 な す こ と で 、

教 師 が 簡 単 に 市 場 原 理 に 基 づ い た イ デ オ ロ ギ ー を 生 徒 た ち の 頭 に 注 入 し て し ま

う こ と に つ い て フ レ イ レ は 危 機 感 を 示 し て い る 。 新 自 由 主 義 に お け る 教 育 は 、

現 行 の イ デ オ ロ ギ ー や 既 存 の 社 会 を 再 生 産 さ せ る と い う 意 味 で 、「 支 配 の た め の

教 育 」 に 分 類 さ れ る 。 そ れ が 危 険 な の は 、 中 立 を 装 っ て い る た め に 、 知 ら ず 知

ら ず の う ち に 現 行 の イ デ オ ロ ギ ー を 強 化 す る 知 識 を 伝 達 す る 役 割 を 教 育 者 が 担

っ て し ま い 、「 支 配 の 教 育 」に 無 意 識 に 加 担 す る こ と に な る か ら で あ る 。そ の 結

果 、 新 自 由 主 義 の 論 理 、 市 場 の 原 理 の 裏 側 で 虐 げ ら れ 、 搾 取 さ れ て い る 人 を さ

ら に 抑 圧 す る こ と に な る 。「 私 た ち が い ま す べ き こ と は 、何 を 生 産 し て い る の か 、

そ れ が だ れ の た め に な る の か 、 だ れ を 傷 つ け る の か と い う こ と に と ら わ れ ず 、

生 産 に 集 中 す る こ と で あ る 」 286と い う フ レ イ レ の 皮 肉 め い た 言 葉 か ら も 読 み 取

れ る よ う に 、 新 自 由 主 義 に お け る 教 育 は 生 産 の 裏 側 で 起 き て い る こ と に 目 も く

れ ず 、 た だ ひ た す ら 生 産 し 、 市 場 の 富 を 拡 大 さ せ る こ と に 集 中 す る こ と が 求 め

ら れ る 。 そ し て 、 そ の よ う な 人 材 を 生 み 出 す こ と が 新 自 由 主 義 に お け る 教 育 の

至 上 命 令 な の で あ る 。  

実 際 、 日 本 の 教 育 も 新 自 由 主 義 の 影 響 を 大 き く 受 け て い る 。 入 江 詩 子 に よ る

と 、グ ロ ー バ ル 化 に よ っ て 日 々 変 化 す る 時 代 に お い て 、経 済 界 で は 、自 ら 考 え 、

そ の 変 化 に 対 応 で き る 人 材 を 確 保 す る 必 要 性 が 出 て き た 。 そ の た め 、 こ れ ま で

の 知 識 偏 重 型 の 受 け 身 の 教 育 で は 対 応 で き な く な っ た と い う 287。 し た が っ て 、

不 確 定 な 状 況 の な か で も 、 自 ら の 頭 で 考 え 、 変 化 に 即 座 に 対 応 で き る よ う な 柔

軟 な 人 材 を 育 成 す る こ と が い ま 教 育 に 求 め ら れ て い る 。 そ の た め に は 、 た ん に

知 識 だ け を 暗 記 し 、 言 わ れ た こ と だ け を こ な す よ う な 受 動 的 な 学 び で は 、 不 十

分 で あ る 。 知 識 を 暗 記 し 、 言 わ れ た こ と を こ な す の で は な く 、 知 識 を 得 る た め

の 学 び 方 を 学 び 、 他 者 と 対 話 し な が ら 答 え の な い 問 題 に 対 応 す る こ と が で き る

能 力 を 身 に 着 け る 教 育 が 必 要 と さ れ た 。 そ の よ う な 時 代 背 景 を も と に ア ク テ ィ

ブ ・ ラ ー ニ ン グ は す す め ら れ 、 と く に 高 等 教 育 機 関 に お け る 教 育 改 革 が 始 ま っ

 
2 8 6  Freire, Letter to Cristina, p.84. 

2 8 7  入 江 詩 子 「 ア ク テ ィ ブ ラ ー ニ ン グ と 教 員 の 対 話 力 に 関 す る 一 考 察 」『 長 崎 ウ エ ス レ ヤ ン

大 学 現 代 社 会 学 部 紀 要 』 第 13 巻 、 第 1 号 、 2015 年 、 25 頁 。  
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た と 入 江 は 述 べ て い る 288。 日 本 で も 現 在 再 び 起 き て い る 知 識 暗 記 型 の 教 育 へ の

批 判 と 、「 主 体 的・対 話 的・深 い 学 び 」の よ う な 能 動 的 な 学 習 を 求 め る 声 は 、日

本 の 経 済 を 担 う た め に 、 自 ら の 頭 で 考 え 、 変 化 の 早 い 状 況 に 能 動 的 に 対 応 で き

る 人 材 と し て 育 っ て ほ し い と の 願 望 か ら 、 生 ま れ て き た も の で あ る 。 日 本 の 教

育 が 新 自 由 主 義 の 影 響 を 大 き く 受 け る な か で 、 そ こ で 求 め ら れ る 参 加 型 ・ 対 話

型 教 育 が と も す れ ば 、「 支 配 の 教 育 」へ と 変 化 し て し ま う 可 能 性 が あ る と い う こ

と だ 。 現 在 さ ま ざ ま な 場 で 求 め ら れ る 参 加 型 ・ 対 話 型 の 教 育 が 真 の 意 味 で 、 生

徒 の 主 体 化 を 促 す 教 育 な の か ど う か を 検 討 す る 際 の ひ と つ の 指 標 と し て 、 フ レ

イ レ の 批 判 的 ワ ー ク シ ョ ッ プ の 思 想 を 示 す こ と に は 意 義 が あ る と い え よ う 。  

さ ら に い え ば 、 ヘ ン リ ー ・ ジ ル ー は 、 新 自 由 主 義 に よ っ て 教 育 の 価 値 そ の も

の を 市 場 原 理 に 絡 め 取 ら れ て い る 状 況 だ か ら こ そ 、「 実 質 的 な 民 主 主 義 の 発 展 の

な か で 、 参 加 を 拡 大 し 、 深 め つ つ 、 批 判 的 市 民 と し て の あ り 方 と い う 可 能 性 を

探 究 す る こ と を 可 能 に す る 社 会 関 係 や 知 識 、 ス キ ル を 提 供 す る 」 289た め の 教 育

と い う フ レ イ レ の 考 え 方 が 以 前 に も 増 し て 重 要 で あ る と い う 。 今 あ る 社 会 に 適

応 す る だ け の 人 材 を 育 て る の で は な く 、 今 あ る 社 会 を 批 判 的 に 捉 え 、 変 革 す る

市 民 に 必 要 な 知 識 や 技 術 を 提 供 す る 教 育 こ そ が 必 要 な の だ 。  

そ れ で は 、 さ い ご に フ レ イ レ の 批 判 的 ワ ー ク シ ョ ッ プ の 特 徴 と 今 後 の 課 題 を

示 し て 、 本 論 を 締 め く く り た い 。 フ レ イ レ の 「 批 判 的 ワ ー ク シ ョ ッ プ 」 の 条 件

と は 、第 一 に 、そ れ が「 支 配 の 教 育 」と し て で は な く 、「 解 放 の 教 育 」と し て 実

践 さ れ る こ と で あ る 。こ の こ と は 、第 1 章 、 第 2 章 、 第 3 章 と さ ま ざ ま な フ レ

イ レ の 教 育 思 想 の 特 徴 を 検 証 し て き た が 、 そ の す べ て か ら 導 き 出 さ れ た 重 要 な

テ ー マ で あ る 。 く わ え て 「 解 放 の 教 育 」 に お い て は 、 教 育 者 と 学 習 者 の 関 係 も

非 常 に 重 要 で あ る 。 教 育 者 は 学 習 者 と 異 な る 権 威 と ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 尊 重 し

つ つ も 、 自 ら も 社 会 変 革 を 担 う 主 体 で あ る こ と を 忘 れ て は な ら な い 。  

ま た 、「 解 放 の 教 育 」は「 対 話 」に よ っ て お こ な わ れ る 。つ ま り 、世 界 を 命 名

 
2 8 8  同 上 、 25 頁 。  

ア ク テ ィ ブ・ラ ー ニ ン グ に 対 し て 、そ の 目 的 が「 企 業 社 会 で 活 躍 で き る 人 材 の 育 成 」と い

っ た よ う な 新 自 由 主 義 的 人 材 育 成 論 に 収 斂 さ れ て し ま う の で は な い か と い う 危 惧 も 出 て

い る 。（ 渡 部 淳 『 ア ク テ ィ ブ ・ ラ ー ニ ン グ と は 何 か 』 岩 波 新 書 、 2020 年 、 23 頁 。）  

2 8 9  Giroux, Henry,  “Rethinking Education as the Practice of Freedom: Paulo Freire and 

the Promise of Crit ical Pedagogy” Policy Futures in Education,  vol. 8, no. 6, 2010, p.716.  
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す る 行 為 を つ う じ て 、 世 界 に 内 在 す る 自 分 を 省 察 し 、 自 分 と 世 界 の 関 係 性 を 明

ら か に し 、 世 界 の 課 題 を 自 ら の 課 題 と し て 認 識 す る 。 そ れ は た ん な る 認 識 の 行

為 で は な い 。「 言 葉 を 話 し 、世 界 を 命 名 す る こ と で 、人 間 は 世 界 を 変 革 す る の だ

と す れ ば 、対 話 こ そ が 、人 間 が 人 間 と し て の 意 義 を 獲 得 す る た め の 方 法 と な る 」

290と フ レ イ レ は 述 べ て い る よ う に 、 対 話 と は 、 社 会 の 変 革 と 新 し い 社 会 の 創 造

に 関 わ る 担 い 手 （ 主 体 ） へ と 変 化 し て い く 、 人 間 化 の プ ロ セ ス そ の も の で も あ

る 。 言 い か え れ ば 、 世 界 を 命 名 す る こ と は 自 分 た ち の 手 に 世 界 を 取 り 戻 す 行 為

で も あ る の だ 。 フ レ イ レ の 批 判 的 ワ ー ク シ ョ ッ プ と は 、 世 界 を 命 名 す る 行 為 を

つ う じ て 、 い ま あ る 社 会 の 変 革 （ 批 判 の 言 語 ） と 新 し い 社 会 の 創 造 （ 可 能 性 の

言 語 ） に 関 与 す る 主 体 と な る プ ロ セ ス の こ と で あ る 。  

本 論 で 残 さ れ た 課 題 と し て は 、 二 つ の 実 践 研 究 が あ げ ら れ る 。 一 つ は 本 節 で

も 述 べ て き た 、 現 代 の 被 抑 圧 と 抑 圧 の 複 雑 な 関 係 に 着 目 し た 具 体 的 な 実 践 に 関

す る 研 究 で あ る 。 そ の よ う な 、 実 践 研 究 を お こ な う に あ た っ て 、 と く に 抑 圧 と

被 抑 圧 の 複 雑 な ダ イ ナ ミ ズ ム に 関 す る 理 論 や 、 そ の よ う な ダ イ ナ ミ ズ ム を 活 用

し た 実 践 の 先 行 研 究 な ど を 検 証 す る こ と が 求 め ら れ る 。 そ の う え で 、 実 際 に 抑

圧 と 被 抑 圧 の 複 雑 な ダ イ ナ ミ ズ ム に 着 目 し た 具 体 的 な 実 践 を 実 現 し 、 検 証 を す

す め た い 。二 つ 目 は 、「 批 判 の 言 語 」と「 可 能 性 の 言 語 」を 両 立 さ せ た 具 体 的 な

実 践 に 関 す る 研 究 で あ る 。 フ レ イ レ 的 な 参 加 型 ・ 対 話 型 の 教 育 （ 批 判 的 ワ ー ク

シ ョ ッ プ ）に は 、「 批 判 の 言 語 」と「 可 能 性 の 言 語 」の ふ た つ が 含 ま れ る と い う

の は す で に 確 認 し た 。 し か し 、 そ の ふ た つ の 言 語 が 含 ま れ て い る 具 体 的 実 践 と

は ど の よ う な も の な の か 、そ の 先 行 研 究 も 含 め て 、探 求 を す す め る 必 要 が あ る 。

ま た 、 フ レ イ レ の 教 育 を そ の よ う な 言 葉 で 表 現 し た ジ ル ー の 思 想 に つ い て も 、

さ ら な る 理 論 研 究 が 求 め ら れ る 。 そ れ ら の 理 論 研 究 を 深 化 さ せ つ つ 、 同 時 に 具

体 的 な 実 践 研 究 を 進 め る こ と を 今 後 の 課 題 と す る 。  

フ レ イ レ は「 人 間 化 」こ そ が 人 間 に 与 え ら れ た 歴 史 的 使 命 で あ る と 信 じ て い

た 。 フ レ イ レ は い か な る 状 況 で あ っ て も 、 決 し て 「 希 望 」 を 見 失 わ な か っ た よ

う に 、 人 間 が 人 間 ら し く 生 き る こ と の で き る 社 会 の 創 造 を 目 指 し て 、 さ ら な る

研 究 と 実 践 を 進 め て い き た い 。   

 
2 9 0  フ レ イ レ 『 被 抑 圧 者 の 教 育 学 』 97 頁 。  
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本 論 文 を 完 成 さ せ る こ と は で き ま せ ん で し た 。 先 生 が く だ さ っ た 実 践 の 場 は 、

本 論 文 の 研 究 に と っ て な く て は な ら な い も の と な り ま し た 。 副 指 導 教 授 の 内 田

健 先 生 か ら い た だ き ま し た 様 々 な 角 度 か ら の ご 指 摘 ・ ご 助 言 は 、 本 論 文 に と っ

て 貴 重 な も の と な り ま し た 。 何 度 に も わ た る 先 生 の 丁 寧 な フ ィ ー ド バ ッ ク に よ

っ て 、 拙 い 本 論 文 を 改 善 し て い く こ と が で き ま し た 。 向 山 恭 一 先 生 に は 、 修 士

課 程 以 来 、 ま さ に 一 か ら 研 究 の 手 ほ ど き を し て い た だ き ま し た 。 フ レ イ レ 研 究

を 続 け て こ ら れ た の は 、 ひ と え に 向 山 先 生 の 御 指 導 の 賜 物 で す 。 先 生 の 教 え な

く し て 、 本 論 文 は あ り え ま せ ん で し た 。 最 後 に な り ま す が 、 本 研 究 の 実 践 に ご

協 力 く だ さ っ た 先 生 方 や 教 職 大 学 院 の み な さ ま に 、 深 く 御 礼 を 申 し 上 げ ま す 。

本 当 に あ り が と う ご ざ い ま し た 。  
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