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想画教育の 発生 と展開
一長瀞小 学校 にお ける佐藤文利 の 指 導 と赤津 隆助 との 影響 関係 に ふ れ つ つ
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　本研究 は，想画教育の 発生 と展 開

に つ い て述 べ たもの で ある 。 その 内

特に ，昭和初期の 山形県長瀞小学校

にお ける佐藤文利の 指導と赤津隆助

との影響関係に つ い て 検討 した 。 方

法 と して ，長瀞小学校 の 想画教育 ，

特に佐藤 に関す る資料 と赤津が執筆

した文献等を読み解 きt 考察 した 。

　結論 と して は，赤津が 長瀞小学校

に 与えた影響 は主 に郷上 教育と して

の 図画教育，郷十 の 生活に融合 した

鑑賞の あ り方，な どであ る と言え よ

う 。 そ して ，長瀞小想画教育は，郷

土色に富 む生活観 ，地 に着い た 強 さ

を持 つ に至 り， 昭和初期の 美術教育

史に 大きな足跡 を残 した 。

’
増田 金 吾、東京学芸大学

MASUDA ，　Klngo ／ Tok＞o　Gakugel　Unlverslty

E−Mail　 masuda ＠ u−gakuei　ac 亅P

　今 日，図画工作科や 美術科 に 関 して ，保護

者や 社会か ら，厳 し い 見方が なされ て い る 評

「主要教科」 と呼 ば れる教科 に比 べ ，以前か

ら図工 ・美術 などに は こ うした 見方が な され

て 来 たが，近年そ の 傾向は ます ます強 くな っ

て 来 て い る ように思わ れ る 。

　美術教 育理解の た め に，行政な どへ の 働 き

か け と共 に，「指導」 に つ い て 考 え て い くこ

とが ，問題 解決の 直接 的な糸口 に つ なが る だ

ろ う。

　美術教育を，美術教育に直接係わ りの な い

入 に理 解 して もら う必 要が あ る。今日，「造

形遊 び」は 図画工 作教育の 主流 とな っ て い る

と い っ た感が あ るが ，こ の 内容 な どは誤解 を

受け易 い 面 を持つ と考え る 。
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　「造形遊 び」 に は，創 造主 義的要素 や 造形

主義的要素は多 く見 られ る もの の ，生 活主 義

的要素は ほ とん ど見 られ ない こ と も影響 して

い る か も知 れな い
。

　過去の 美術 教育で （美術教育史上 で ）生 活

主義的 な色合 い を濃 く宿すの は，昭和初期に

隆盛 を迎 え た想画教 育で あ る。こ れ を見直 し

てみ る こ と もt 今 日の 美術教育にお け る生 活

主義 を考える
一助 となろ う。
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　そ こ で ，小論で は 想画教育の 発生 と展開に

関 して ，山形 県長瀞 小学校 の 佐藤文利 （1901

〜1968）の 想画教育 と，昭和初期 想画 教育

思潮 の 中で指導者的な役割 を果 た した赤津隆

助 （1880〜 1948） との 影響関 係 を中心 に考

察 してみ た い 。

　 こ の こ とを通 じて，美術 教育 史にお け る想

画教育 の 「生活主義」美術教育 と して の 意義

を長瀞小学校佐藤の 指導を中心 に明 らか に し

た い 。

　なお ，方法的 には，佐藤を中心 とす る長瀞

小学校 の 想画 に関す る資料，赤津が執筆 した

文献を読み解 き，併せ て想画作 品等 を検討の

助 け と した い 。

　 つ ま り，新教育運 動，自由画教育運動，生

活綴 り方運動 な どは ，そ の 源 を一
つ に して い

る 。

　そ して ，昭和初期 の 図画教育 は，不 況や 東

北 地方の 凶作 と い う状況下 3｝，郷土主義や 生

活主義 に基づ くもの が主で あ っ た 。 その 生活

主義に よ る もの が 想画教育 な の で ある 。

　想画教育は ，山本が提唱 した 自由画教育 な

どの 様に，外国か らの 影響を受 けた もの で は

な く，強烈な個性 の 持 ち主が 主張 し，大 きな

運 動とな っ て い っ た よ うな もの で もな い 。 地

方 の 教育現場 の 教師た ちが ，当時 の 図画教育

の あ り方 に疑 問や 問題を抱 えて い た 中か ら生

まれ た もの で ある 。

2．時代背景 と生活 主 義に 基づ く

　 教育

　大正時代，児童文芸雑誌 『赤 い 鳥』に代表

され る大正児童文芸運動は ，大正 自由教育 の

中で ，次 々 と誕 生す る童謡 児童画 な ど様 々

な児童 文化 を形 成す る こ とに 影響 を及 ぼ し

た 。 また ，『赤 い 鳥』 は 「あ りの ままの 綴方」

を提唱 し，現実の 生 活認識 を重視す る生 活主

義 の 綴方 （生活綴 り方運動）へ と発展 して 行

っ た 。

　美術教 育に おける 「生 活主義」 も，同 じよ

うな思想的根拠 を持 つ もの と言 え よ う 。 生 活

をじっ くりと見 つ め て 表現する ため に，現実

を よ く見て 描か せ る と い う指導法 （観 察の 重

視） を と っ た 。

　 こ う した活動が展 開され た背景 に は ，大正

デ モ ク ラ シ ーよ りな る現実的な行動 すな わ

ち労働運 動，農民運 動，社会主義運 動な ど の

成長 も窺 え る 。

　文部省発行の 国定教科書 『新定画帖』が 存

在す る の に もか か わ らず，そ れ を否定 す る

自由画教育運動 が ，1918 （大正 7 ）年 に 山

本鼎 （1882 〜1946 ＞に よ り起 こ っ た こ と も，

こ うした背景 を無視 で きな い 。

3．「想 画」 に つ い て

（1）「想画」 とは

　 想 画 とは，昭和 初期 の 生 活画 の こ とで あ

るが ，そ の 主 な実践者 と して は青 木 実； 郎

（1885〜 1968）， 中 西 良 男 （1899〜1988），

佐 藤文利 らが い る 。

　 青 木 は，1911 ・1912 （明 治44 ・45） 年
　 　 　 　 　 　 　 　 ま　 き

頃 t 島根県仁 多郡馬木小学校で ，画手本を主

体 と しなが ら若干 の 創作 味 を加 えて い く方

法 （改作画 と称 した 。 後 に 考案画 と改め られ

る ） を考 え出 した 。

4） そ して 児童 の 要求 も入

れ なが ら こ れ を進め ，つ い に は手本 を離れた

自由な 「想画」へ と到達 して 行 っ た 。 青木 は，
あ し だ え の す け

芦 田恵 之助 （1873〜 1951） の 綴 り方 教育論

の 随意選題主義 （自分で 題 を見 つ けて ，自分

の 考 え で 書 くと い うもの ） の 影響 を受けた 。

1935 （昭和 10）年 に は，『農山村 図画教育 の

確立』 を著 し，図画教育 の 方法論 を示 して い

る v

　 ま た ，中西 は 三 重 県伊 勢 市宇治 山 田第四

小 学校 （後 に 早 修小学校 と改称 ） で ， 1924

（大正 13）年 に 着任以 来美術教育 に 専念 した 。

そ して ，1932 （昭和 7 ）年 に は ，『想画 に よ

る 子供の 教育』 を著 して い る 。

514 想画教 育 の 発生 と展 開

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Art Education Association

NII-Electronic Library Service

Art 　 Eduoatlon 　ASSOOIatlon

　
一一

方，佐藤は 1927 （昭和 2 ）年 に 山形県

長瀞村 （現東根市）長瀞小学校 に着任以来図

画教育 に熱中す る 。 また，こ こ で 同僚 とし て

　 　 　 　 　 　 こ くA ん

綴 り方教 師 ・国分
一

太 郎 （1911〜 1985） と

共 に教鞭 をと る 。

　こ の 三 大想画実践の 内，本文で は，赤津隆

助 と最 も関係の 深 い 佐藤文利の 指導を 中心 に

論考する こ と とする 。

（2）「想 画」 と い う名称と想画 の 進出

　 1929 （昭和 4 ）年 5 月に，後藤福次郎 （1901

〜 1965）が 主宰する 下谷 の 学校美術協会 に ，

霜 田 静 志 （1890 〜1973），上 甲二 郎 （1890

〜 1979）， 赤 津隆 助， 萬富 三 （1884〜 ？），

そ して 後藤が 『図画手工 指導講座』 （後藤編）

の刊 行打 ち合わせ の ため に集 ま っ た。

　そ の 折，図画教 育にお け る思想画 とい う名

称は ど こ とな く感心で きな い 。 また，こ れ に

係 わる言葉が ，記憶画 ・観念画 ・構想画 とあ

ま りにマ チ マ チ だか ら，一つ こ こ で 相談 して

決 めよ うで はない か，と霜 田が発言 した 。

　それ に対 し，赤津 が 「思想 （画）」 と い う

の はい わゆ る思想を思わせ て よ くな い ，霜田

が 「観念画」 もお か しい ， と言う。 霜 田に 聞

か れて ，後藤が 「構想画」 と付け た理 由を話

した 。 これ らの 絵の概 念 は，い ずれ も体験 を

記憶 に よ っ て描 く． とい うもの で ある 。

　そ の 後，赤津 が 「どうだろ う 。 想画 一た だ

想画 と して は
…
　　 。 写生，図案 ，臨画，想

画 一」 と提案 し，こ れ に対 して ，同席者
一

同

がそ れ を認 め た 。
こ の よ うに して ，「想 画」

と い う名称 は付 け られた 。

5｝

　 その 後 こ の 想画 とい う名称 が使 われ，広

ま っ たが ，文部省で 発行す る国定教科書に そ

の 名が載 る と い うこ と は な か っ た 。
つ ま り，

1932 （昭和 7 ）年 に出 され 始め た 国定教科

書 『尋常小学 図画』，1942 （昭和 17）年か ら

の 『初等科図画』で は，想画 とは言わず，ほ

ぼ 同 じ意味で 「思想画」と い う名称が 用 い ら

れ た 。

　それ は と もあれ ，こ の 「生 活画」（の ち の

想画）が 図 画教育界 に広 まる きっ か け とな っ

た の は， 1927 （昭和 2 ＞年 に新 図画教 育会

が 開 い た 「国際交歓 図画 全国学生 展」 （カ ル

ピス社後援）で あ っ た 。 こ の コ ン ク ール に よ

り，島根県馬木小学校 （青木実 三郎）や 三 重

県宇治山 田第四 小学校 （中西良男）が 図画教

育界にお い て認 め られ る こ と とな っ た の で あ

る 。
6）

　 山 形県長瀞小学校 に つ い て は，1927年 に

佐藤文利 が 長瀞小 学校 に着任 し，同年，国

際連盟主 催 「国際親善生 活画展」で 1 等 ・2

等 を獲得，そ の 後全国展に 図画の 出品 を続 け，

中央 で 認め られる よ うに な っ て い く。

4．長瀞小 学校の 想画教育 と赤津

　 隆助

（1）赤津 と長瀞小学校の 想画

　 佐藤 文 利 が 長 瀞小 学校 に 在 籍 した の は

1927 （昭和 2 ）年か ら1936 （昭和 11）年 ま

で で ある 。 （図 1 ・2 ・3 ）

　佐藤 は，当時図画教育の 権威 で あ っ た東京

府青 山師範学校教諭 の 赤津隆助 の 思想や 指導

法 に 影響 を受 けた 。 そ して，励 まされ た こ

と7） （本 文，517〜518頁 参 照） に よ り，更

に 自らの 指導 に 自信 を持 つ こ とがで きた よ う

で ある 。 それ は，郷土主義 8｝の 図画教育提 唱

者で もあ る赤津 を尊敬 して い た ため， とい う

こ と で もあ っ た 。

　研究者 ・栗岡英之助 は，赤津 の 文 になる 「生

活描 写」（『学校美術』 誌，1930年） や 「郷

土教育 と想画」（『郷土 化 の 図画手工」所収）が ，

長瀞小 学校 の 想画教育に影響を与えた と指摘

して い る 。
9）

　栗岡が 『学校美術』 の 「生活描写」は ，「後

の 長瀞校の 計画 に摂取 され て い っ た と 思 わ れ

る もの 」1°） と指 摘 し て い る 。 しか し，「生活

描写 」で 赤津の 述 べ て い る 「教育は 生 活で あ

る 」 と い う言 葉 は 1927 （昭和 2 ）年の 「校

友』11）で ，また 赤津の 「日常の 実生 活が 皆題 材」

鞭 灘 肌 卜謐 ・ 一
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図 1 尋 3 ，沼沢 トミ子，田 の 草 と り 〔1933 ）

図 2　尋 5 ，森 谷富 雄，田 お こ し 〔1932 ）

とい う趣 旨の 言葉 は 1922 （大正 11）年 の 『図

画教育 の 理想 と実現』12） にお い て 既 に ふ れ ら

れて い る ；，

　なお，郷土教育 に つ い て ，政策 と して 考 え

た 文部省 〔師範学校）側か ら の 郷土 に対 する

見方 と，郷
．llその もの の 側 における地方教師

た ちと の 捉 え方，す なわ ち現実 の 生活 を見据

えた 見方 と に は大 きな隔た りが あ っ た 。

　赤津 は 「郷十教育 と想画」 中の 「想画 と生

516 想画 教育の 発 生 と展 開

図 3 尋 6 ，児玉 キ ン ，繭 も ぎ （1931 ）

活」 の 項で ，次 の よ うな文 を言 い て い る。郷

土教育 と想画教育 と の 関連 を知る．．ヒで 有益 あ

る と思 わ れ る の で ，やや 長 くな るが 引用 して

お く♂3〕

　　郷土教育 と して の 想画 は ，其作品が郷 土

　　の 生活か ら生 まれ る の で あ るが ，又其作

　　品 を郷土 の 生活 の 中に融合 させ ，郷土 の

　　生 活の 中に 生 きて 活 く様に した い もの で

　　あ る 。 例 へ ば東京近郊 の 萱刈小学校で は ，

　　毎年夏 の 夜 を期 し て 燈籠 の 会を催す ． 児

　　童の 画 い た 想画 を，幾百 と い ふ 燈 籠に張

　　 っ て ，其中 に 火 を と もして ，父 兄 と共に

　　鑑賞す る 。 誠に よ い 父 兄 と児童 との 納涼

　　会で あ り，学校 と 父 兄 の 懇親 会で あ り，

　　児童絵 画の 風変 りな展覧会で あ り，鑑賞

　　会で あ る ．

　　お祭 りの とき に 児童の 描 い た想画 を燈 籠

　　に張る とか ，子供の 描 い た絵馬 を沢山あ

　　げる とか い ふ こ とは，其お 祭 りを
一

層盛

　　ん に す る 許 りで な く図画 の 教材 と し て も

　　生 き て 来る し，風土 と学校 との 関係 も
一

　　層密接 に な っ て ，郷
』
ヒ教育が

一
層徹底す

　　る と思 ふ 。か う して 郷土 と郷十 を描 い た

　　図画 とが密接に 交渉 し て ，郷 土生活の 中

　　に 融 合 して こ そ，図画教育の 目的 も，郷

　　土教育 の 目的 も，柑助 け て 達せ られ る こ

　　 とと思 ふ 。

　 こ こ に は郷一L教育 の 目的 や 内容が明確 に 述

べ られ て い る，，そ して ，郷 土 教育に 想画教育

（図画教育 ）が い か に 係わ る べ きか もは っ き

N 工工
一Eleotronio 　Library 　
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りと記 されて い る。

　 そ して ，寒河 江文 雄が
14 〕 「佐藤 文利 の 想

画に おい て，山本鼎 の 情熱 的な自由画 の 精神．

赤津隆助 の 郷 十教育 の 想画，墨絵 に よ る想画

の 三 つ が大 きな柱 とな っ て い る 。 」 と述 べ る

よ うに ，長瀞小学校 の 想画教育 に 赤津 隆助が

郷十教育 を通 じて 果た した役割が 大 きい
。 こ

の こ とは ，後述する 『技能科教育の
一

端』 の

「五 　指導の 方法」に も出て くる 。

　 また，生活主 義美術教育 と して の 特徴が よ

く表 れ て い る の で 次の 文章 を挙 げて お く。

　佐藤に直接指導を受けた 井上 庫太郎は，15｝

　　人間の 物の 見方，事柄 に対す る考え方 を

　　重視 し，生 活に根をお ろ した芸術 を力説

　　 され 精神的 な表現 を強 く主 張され た よ う

　　で した 。 形や 色よ りも先ず．どん な物に

　　感動 するか また それ とどう取組 むか が大

　　切 だ ，と よ く言 わ れた 。 生 活の 苦労の に

　　 じみ 出て い る もの ，人間生 活の 深 く刻み

　　 こ まれ た姿 を テ ーマ に 取 る こ とを指示 さ

　　 れた 。 つ ま り壷 と りん ご の 写 生 よ りは バ

　　ケ ッ とぞ うきん を，絵 は が きの よ うに美

　　 しい 風景 よ りは 農家の わ ら屋根 を，美 し

　　い 少女の 絵 よ りもしわ だ ら けの ばあ さん

　　の 顔 を大 い に 褒 め上 げた 。

と佐藤の 指導 に つ い て 述べ て い る

　 こ れ は佐藤の 指導方針 を如実 に表 わ して い

る もの で ある 。 生活す る こ と，現実の 世 界に

生 きる こ との 厳 し さを教え，そ うした表現 を

重視 して い る こ とが窺われ る文章， と言え よ

う。

　赤津 は ，新図画教育会 の 唱え る造形教 育に

は，生活 の 実感，重み が 欠けて い て，生 活に

基づ く 「心 の 教育 」の 不 足 を感 じて い た♂6）

井上 の 記 し た 佐藤 の 指導に 関す る こ う した 文

章か ら，赤津の 思 想の
一

端をか い ま見 る こ と

が で きる。

　次 に，赤津 と佐藤や 長瀞小学校 との 関係 を

知 る上で重要な次 の 謄写版画集を紹介 してお

く 。

　 1934 （昭 和 9 ）年 2 月に 出 され た謄写版

の 『高二 男画集　卒業記念号』で ある 。 そ こ

に は，赤津の 書 い た 「山形県長瀞小学校尋六

男の 児童達に贈 る」（1933年 11月執筆） と し

て ，『学校美術』 1934 年 1 月号に 載せ た 文章

が 掲載 され て い る。

　 当時学校美術 の 図画 コ ン ク
ー

ル の 審査委員

で あ り，東京府青 山師範学校教諭 だ っ た赤津

は次の よ うに書 き，長瀞の 児童そ して教師た

ち を励 まして い る 。

　　 は て なと思 っ て よ く見 る と，果た し て 先

　　年学校 美術協会の 全国児童学牛展覧会に

　　 出品され た方 々 で す 。 あの 何十万 とい ふ

　　絵 の 中で も，東北 地方の 郷⊥ を描 い て ，

　　 地方色の 豊 か なの に 敬服 した人 々 の 絵な

　　 の で した 。 急 に なつ か しさを覚えて 来 ま

　　 した 。

　　 た しか あの 時 の 批評 を 「学校美術」誌上

　　に書 い た様 に記憶 して居 りましたが ，画

　　集 の 終 わ りの 方に 其
一

節が採 録 し て ある

　　 の を見て ，い よ い よあの 当時 を憶 ひ 起こ

　　 し ま した 。 あ の 時尋常 四 年生 で あ っ た

　　人 々 の 同 じ級の 人達が こ んな に良 い も の

　　を作 られた の を見て 私は とて も嬉 し くな

　　 りま した 。 そ して こ の 手紙 を書かず に居

　　 られ なくな っ た の で す 。

　 こ の 文 の 後 に，赤津は前年 （1932年）諸

外 国に行き，児童の 作品を見て きた こ と を書

い て い る 。 そ して ， ドイ ッ や ア メ リカ で は そ

の 土地の 子 どもの 生活画 を見たが ，ま だ長瀞

の 児童た ち の ように ，素朴 に率直に 郷土の 生

活 を生 き生 きと，力強 く描 い て い る もの を見

なか っ た こ と，「穂拾い の 老人」「わ ら仕事」「柿

もぎ」な ど の 題 を見た だけ で も長 瀞小の も の

は そ の 内容 を知 る こ と が で きる こ とな ど，書

い て い る 。

　 また，こ ん な地方色豊か な，力強い ，詩趣

に富んだ絵は東京あた りで は容易に見 られ な

い とも記 して い る。

　赤津の 記 した これ らの 内容は，長瀞小学校

繍

艦 舗 靼劉 一 一
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の 児童が，郷土教育や想画教 育の す ば ら しい

点 を備 え た作 品 を生 み 出 し て い る こ と を認

め t励 ましの 言葉 を贈 っ て い る と読 み取れ る 。

（2）『技 能科 教育の
一

端』 に 見 られ る長瀞小

　　学校想画の 指 導法

　佐藤文利 に は，青木実三郎や 中西 良男の よ

うに，想画の 内容 を書 い た著書 は な い 。

　研究者 ・青 山光佑らが ，17）

　　佐藤文利 は想 画教育の 実践者 と して ．子

　　ど も達 の 絵 を多 くの 展覧会に 出品 して 業

　　績 を上 げて い る。

一
方，国分

一太郎は理

　　論家で 想画教 育の 理 論的な部分 を ま とめ

　　あ げ，東海林 ［隆，筆者註］はそ れ をサ

　　ポ
ー

トした と，後 日東海林が 述懐 して い

　　る 。

と述 べ る よ うに，佐藤は実践家で あ り，児童

の 指導そ の も の に専念 して い た よ うだ ，、

　そ こ で ，佐藤 の 考えや 実践 を知 る上で 数少

な い 資料
・『技能科教育 の 一端』か らそ の 指

導法 な ど を見る こ と とす る 。

　こ れ は 1933 （昭和 8 ）年 9 月 に長瀞小学

校技能科経営研究会が 開かれた際 ，長瀞尋常

高等小 学校で 発行 した，謄 写版刷 りの もの

で ある （ユ990年復刻）。 また，誰が 書 い た か

明記 さ れ て な い が 栗岡が，筆跡 か ら第 1 項

「我校 の 図 画教 育」 は 佐藤 の 分担 と判断 され

る
18 ）， と い うこ と を受 け て こ の 「我校 の 図

画教育」 を見て い くこ と とす る 。

　以下 は ，「我校 の 図画教 育」 に つ い て ，そ

の 内容 を筆者が まとめ た もの で ある 。 〈　〉

内は 本文 を筆者が 要約 した もの 。 「 」 内 と

2 字下 げの 部分は引用部分 。 その 他 は，筆者

の コ メ ン ト等 で あ る 。

「一　図画教育の 目的」

＜ 図画教育 の 目的 に 関 し，長 瀞小学校 で は，

法令 を出発点 と して 捉 え，山本鼎 の 自由画教

育の 精神 を新 しく見直 して 進み た い 。 〉

　図画教育の 目的 を考 える 時，それを美術教

育に あ りとする山本鼎 の 自由画の 精神 と，図

518 想画 教育の 発 生 と展開

画教 育の 目的 は徳 育に あ る とす る 岸田 劉生

（1891 〜1929）の 思想 を重視 して い る u

　国分
一太郎は，や が て思想 的な問題で退職

に追 い 込 まれ る こ とに な るが ，こ うした 目的

観は ，さほ ど刺激的 な もの とは思 われ な し 

「二 　現代教育思潮の 図画教育へ の 反影」

〈郷 土 教育思潮，生活教育思 潮，日本精神主

義教育思 潮，実用主義的教育思 潮，公民教育

思潮 ，作業
・
労作 教育思 潮，が そ れぞ れ郷土

化や 図画 教育に つ なが り，さ らに は想画に よ

る子 ど もの 教育に つ なが る 。 〉

　こ うした こ とが ，表で示 され て い る 。

「三 　本校の 図画科」

〈児童生活 に 関係す る状 況 （を説 明）。 村の

変遷や 職業別戸 数 （農業が 八 割 強），家畜や

家禽調 べ ，な ど 。 また，か つ て は城下町の 農

村で ，情 に厚 く，禁 酒村 （農村 更生 の た め

1932 （昭和 7 ）年 よ り 5 年 間〉で あ る 。 そ

して ，長瀞の 自然 は 美 し く，土臭 さに満 ち，

f どもは土 に親 しん で い る 。 〉

　「三 　本校 の 図画 科」の 三 つ 目の 項 目で は

厂3 ，郷土化」 と題 して ，「郷土教 育は 郷土

に関する 知識を授 ける の で は な く，之を描 き，

之 を味ひ ，之を楽 しむ こ とに よ っ て ，真 の 郷

十愛の 体験 を得 させ る 。 郷土教育はす べ て の

教育 の 揺籃で あ り教育 の 出発点で ある 。 図画

科は 生 きた郷土 ，親 しい 郷土，愛 する郷土 を

描 く。 想画 に ，写生 に ，図案 に ，素朴な る真

実，実生 活の 直 感 を，技法は 如何 に拙 くと も 。

泌 々 とせ ま る生 活の 感情 を情調を 一児童の 情

感 に 訴 へ 自然 を介 し描 き出 させ た い
。 」 と述

べ ，郷土 教育や 図画教育，相互 の 関係 を詳 し

く説 明 して い る 。

　 こ こ に 示 され た長瀞小学校 の 郷土 化 に係 わ

る記 述 は，『技能科教 育の
一

端』 の 出 され る

2 年前 に 赤津隆助 の 書い た 「郷土教育 と想画」

（『郷 土 化 の 図画 手 工 』 1931年 10月刊 所収，

教材 編p．ll） の ，「郷 十教育 は，郷 土に 関す

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　
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る 知識 を授け る の で はな く，之 を描 き，之 を

味ひ，之を楽む こ とに よ っ て ，真の 郷土愛の

体験を得させ な か れ ばな らぬ 。郷土 教育こ そ

は，すべ て の 教育の 揺籃で あ り，す べ て の 教

育の 出発点で あ る，（中略）図 画 も亦，生 き

た郷土 ，親 しい 郷土 ，愛する 郷土 を描 くこ と

に よ っ て 一層其効果 を挙 げ る こ とが 出来 る の

で ある 。 郷土教育 と し て の 想画は こ の 点 に於

て 最 も意味 が ある と思 ふ 。 」か ら影響を受け

た と捉 え ら れ る 。影響 を受けた とい うよ りも，

赤津の 記述ほ ぼ そ の まま で あ る 。

　 こ うした点に 関 し，栗 岡 は単 に 「赤津隆助

の 『郷土教育 と想 画』 と い う論稿 19｝ に依 っ

た とみ られ る 」 と述べ て い る 20｝ が ，筆者が

指摘 した通 り，その 結 び つ きは極め て 強 い と

言 える 。

　次に ，「三　 本校 の 図画科」の 四 つ 目 と して ，

「4，本校 の 図画科指導方針 」を 七 つ 挙 げ て

い る 。

　　〈1 ）国民教育 を基調 と して 広 く形象の

　　陶冶 をな し彼等の 美 的情操 を高め つ っ 人

　　格 の 養成に つ とむ 。

　　（2 ）児童 の 観 察，表現，鑑賞等 の 能力

　　 を養 ひ 生 活 の 進展拡充 を はか る 。

　　 （3 ）表現題材 を児童の 生 活環境，郷土

　　に 求 め 想 画教 育 を重 視 しそ の 発 展 を期

　　す。

　　（4 ）日本精神， 日本趣味 を図画 教育 の

　　中 に生かす。

　　（5 ）児童各 自の 工 夫 を尊重 し，発見的

　　創作的歓喜的 に学習せ しめ以 て描写の 世

　　界 を拡む。

　　（6 ）図案教育を重ん じ児童生活に立脚

　　 して 彼等の 装飾心 を練 り図案能力の 練磨

　　に よ っ て 考案意匠の 能力 を練 り図画教育

　　の 応用方面 に力を注 ぐ。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 あんば い

　　ぐ7 ）理 論 作業，鑑 賞の 按排を適当な

　　 ら しめ個 別指導 に重 きをお く。

　こ れ を見る と，美的情操 と人格の 養成 観

察
・
表現 ・鑑賞等の 能力育成，生活や郷土 を

基 に した想画教育，図案教育な ど多方面に わ

た る もの を求め て い る こ とが分か る。

「四　指導態度」

　指導態度と して ，次の 10点を挙げて い る。

　　 1 ，子 どもは歓喜に よ っ て 伸ぶ

　　 2 ，子ど もと渾然融合 して

　　 3 ，力 を与 え生 ま し め よ

　　 4 ，先ず先に 立 っ て 招け

　　導 くも の は先に た っ て行 か なけ れ ば な ら

　 　 ぬ D

　　 5 ，手 入れ は 1 本 1本 に

〔植物 を 1 本 1 本育て る よ うに ，児童一人ひ

と りを大切 に 育 て よ の 意，筆者注〕

　 　 6 ，上 手に 手放すこ と

〔放任で は な く，真 に 自由に ，筆者注〕

　　 7 ，児童画 を よ く理解す る

　　 8 ，大作力作 を奨励する

　　 9 ，賞詞 は強 く，指導語 は柔 らか に

　　10，用具材料並 び に描法

〔材料 は弾力 的 に，描法 は 自由 に， と示 し て

い る ，筆 者注〕

　以 上 は，児童 を中心 に考 えた 指導で あ る 。

しか し，自由画教育 な ど創造主 義美術教育が

陥 り易 い 単 な る放任で は な く，また導 く者 は

先 にた つ べ きと，教 師の 姿勢を明確に示 して

い る。た だ，10番 目 の 項 目 は指導態 度 と呼

べ る もの か疑問で ある。

「五 　指導の 方法」

　指導の 方法 と して，想画，写生，図案，鑑

賞，観察法，自習画帳 （帖），お もしろ画帖，

を挙げて説明 して い る。

〈想画　A 　実際に作画する上で は，児童 は

自己 の 環境を眺め，生活 を考え ，そ こ に題材

を選 び，そ の 材料を写生 して，こ れ を画中に

組入れ，想像 を加 えて記 憶を交え，創作 をす

る 。 描画方法 中 「想画」 を最 も重視す る 。 〉

　 こ こ に も赤津の 影響が見受け られ る e それ

は，赤津 の 「郷土教育 と想画」 （「郷土化 の 図

警 饗 翫ト劃 一
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画手工 』所収，教材編 p．10） にお け る，「図

画 の 教材 に郷土か ら材料 を取 るな どは，郷土

とい ふ もの を一
層深 く認識 し，　

一
層深 く愛す

る こ とに な る 。 想画教材 と して は最 〔も〕 よ

い 題 材で あ る と思ふ 。 」 と い う部分な どで あ

る 。

〈想画　B　作 画 まで の 予備行為に お い て ，

多 くの 美育的効果の 見 られ る点，作品に 多分

の 地方色 ，独自性．童心の ひ らめ き，生活表

現 の 自由 さ深刻 さ等 の 見 られ る点，
一

切 の 活

動が 自主的で あ り，自発的で ある点等顕著 な

特徴がある 。 〉

〈写 生 〉 （略 。 長瀞小 学校図画教育の 特徴 の

顕著で ない 項 目，赤津隆助 と関 連 の 少な い 項

目に つ い て は，説明 を省略 した 。 以 下 ，同 じ。 ）

〈図案 〉 （略）

に よ り指導の ポ イ ン トが示 され た表に な っ て

い る。〉

　児童の 発達段階 興味 関心，心理 （けな さ

な い こ と，な ど）等を踏 ま え て ，指導す べ き

技巧，内容等が記述 され て い る 。

「七 　環境の 整理」

＜ 1 ．郷 土 調 査 ・生活調 査 　月別 に こ の 村

に於ける学校 ・家庭 ・村の 行事 ・仕事 ・遊 び ・

自然 ・社会 ・そ の 他の 項 目に分け て 精細 に 調

査 を し，生活 表現画実際指導に活用す る 。 〉

＜ 2 ．想画 の 題あ つ め 一 （掛 図）　学校 で は

調査 した表題 を掲 げた もの を大書 して体操場

の
一

隅 に 示 し，児童の 耳 目に常 に触 れ させ ，

創作の
一

助 とす る 。 題材の 予告 と もなっ て 大

い に彼等の 採題 に役立 つ 。 〉

〈 鑑賞　A 　自然 の 姿，自己の 生活，環境 の

万象 に対 して 常に 鑑賞の 眼 を注がせ よ うと し

て い る 。 美術作 品，名画 こ と に 郷土性 の 表れ

た作品，児童の 真に 親 しみ 易 い 作品 に対 して，

特 に鑑賞 を指導 し，美的情操 を陶冶 し，創作

を助成 しよ うとす る もの で あ る 。 （鑑賞 の た

め に）名画の 拡大図 を示 し徹底 を期 す 。 〉

　佐藤文利は ，名画の 模写 を して い た 。 長瀞

小学校 に は鑑賞の 重視 も見 られ る 。 こ う した

ことに は，岸田劉生の 影響が見 られる 。

〈鑑賞　B　美術講話 〉 ＜鑑賞 　C 　児童作

品相互 鑑賞批評 〉 など （略）

〈観察法〉 （略）

〈 自習画帳 （帖） 〉 （略）

〈 お も し ろ 画帖〉 （略）

「六 　各学年 （図画）指導標準要項」

＜尋常科第 1 ・2 学年，第 3 学年，第 4 学年，

第 5 学年，第 6 学年，高等科第 1 ・2 学年

に分けて，それぞ れ指導要点，注意等の 要項

〈 3 ．作品の 処理 　A 長瀞小学校児童作品

鑑賞画集 （全部で 七集）　春，夏，秋 ，冬，写生 ，

偶発，図案そ れぞ れ の 巻が ある 。 こ れ らはか

ざりもの で は な く，日 々 の 実際授業 に参考画

として 活用す る 。
21）〉

〈 同　B．よ い 作 品 はそ の 都度陳列す る　作

品は台紙に貼 り，額縁に入れ て 教室 に掲示 し

て鑑賞 に使 う。 〉

〈 同　C ．全校各級 の 代表作 を廊下体操場 に

掲示する 。 〉

＜ 同　 D ，作 品処理 と考査　（1 ）平常の 創

作 を総括 して学期 の 成績 とす る 。 （2 ）創作

力 を重視 して 成績 とす る
一美的創作力の 深 さ

を日常 の 作品 に よっ て考査 し，それ に基づ い

て成績 をつ ける 。 （3 ）発表批評会 に よ る鑑

賞批判力 も考査 の 一材料 とす る 。 〉

　（3 ）に関 して， こ れ だけで は，発 表批 評

会の 具体的 な方法 は分か らない が，単に作 品

だけで な く，こ の 時代に 「鑑賞批判力」も考

査の 一材料 と して い たの は驚 きで あ る 。

＜同　 E，児童家庭 へ の 掲 出　児童が 苦心 し
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て 製作 した作 品 を児童 の 家庭 に掲 出 させ る，、

児童 は 自分 の 作品 を大勢 の 人に見て もら うこ

とが既 に喜 び で ある 。 〉

　児童 作品を児童 の 家庭 へ 掲 出す る とい う ア

イデ ア はす ば ら しい が ，学校教育が 家庭 に理

解 され て い な い と不可 能 な こ とで あ る。教 師

た ちの 努力の 賜物で あ っ た だ ろ う。

教室 ・廊 ド等 に絵画や ポ ス タ ーを貼 るな どす

る 。 〉

＜ 8 ．校 門 を出て （は）　学外の 環境整備 に

努め る こ とや 村，郷 L生 活に想画 を融合 させ

る こ と，運動会 ・
学芸会 ・乳幼児愛護 デ

ー ・

健康週 間等 々 の ポ ス タ ーを児童 の 手 に よ らせ

る こ と 。 〉

〈 4 ．蒐集　A ，名作 （雑誌等の 口絵）〉

〈 同　B，レ ッ テ ル
・新聞 の 広告 〉

　 こ う し た こ と は，赤津 隆 助 が 1922 （大

正 11）年 に，新 図画教 育会 の 著 作物 の 中 で

「蒐集を主 とす る教法」 と して 既 に示 して い

る／）22） こ れ を赤 津 の 影 響 と確定 は で きな い

が，関連性はあ る であ ろ う。

〈 5 ．施設 〉 （略）

＜ 6 ．図画生活行事　A 　学級 図画展覧会

学 期 ご と に 1 回，か つ 父 兄 会 等 の 折 に 実

施 〉

〈 同　 B　全 校図画展覧会　年 1 回実 施。 〉

〈 同　C 　（小 学生 以 外の ） 中等学校 生 徒 ら

に よる小美術展 〉 （略）

＜ 同　D 　図画講習 会　夏季 ・冬季休業の 際

有志児童 に よ り 1 週 間実施す る 。 〉

　有志 とは い え，小学校児童 に対 し講習会 ま

で 行 っ て い た とは驚 きで ある 。 い か に ，図画

教育 に力 を入れ て い た か を物語 る もの で あ

る 。

〈 同　E　中央 の （児童画）募集に応 募す る，

な ど 。 〉

＜ 7 ．校 内の 美化 　 日常生 活の 上 に 図画教

育の 精神 を もる 。 単 に 図画 の 時 間だ けで な

く， い つ の 時 間で も絶 えず注意 して 指導 。 健

全な美 を装飾や 生活 の 上 に生 か し，体験 させ

て そ の 効果 を完全な もの にす る 。 そ して ，校

舎 内外，運動場，花壇等 をきれ い に美 しくし，

「八 　歩め る道」 （成果 の 歴 史）

＜ 1927 （昭和 2 ）年 9 月に国際連盟協会主

催 「国際親善生活画展」 へ 10点 出品 し，1 等

と 2 等 を各 1 名が と っ た c1932 （昭和 7 ）

年 3 月の 学校美術協 会主催 全国展 へ 60点 出

品 し，人選が 29点あ っ た 。 そ して ．『学校美術』

誌 8 月号の 赤津隆助の 評 と して ，「農村 に於

ける 郷土的 ・地方的生活 を描 い た もの に よ い

もの が 多か っ た 。 尋六 寒河江 さ ん の 『柿 もぎ』

な ど面 白か っ た ．、」 と長瀞 小学校 の 評 が載 っ

て い る e ＞

　 ここ で は，数 々 の 展覧会へ の 応募状況や輝

か し い 成 果を記 して い る 。 当時，中央 の 図画

教 育家の 言葉 は影響力 を持ち，そ うした人た

ちに認 め られ る こ とは大 きな喜び で あ っ た 。

「九　総時間数に対する 各指導 パ ーセ ン テ
ー

ヂ」

〈尋常科第 1 学年か ら高等科第 2 学年 まで

の ，想 面 ・写 生 ・
図 案 ・お 話 （尋 1 ・2 。

尋 3 以 上 は t 講 話 鑑 賞 ）指導の 割合で あ

る 。 〉 パ ーセ ン テ ージ で 示 されて い る。

　 こ れ を も と に 表に した も の が 表 1 で あ る 。

本表 を見 る と．想画 は低学年が多 く，学年が

上 が る に 従 い 減 っ て い る が ，尋常 科 1 年 と

2 年は 7 割か ら 6 割 と，多い
。 写生 ・図案 ・

お 話 （講話鑑賞）は，学年が 上が る に 従 い 漸

増 して い る 。

　想画 と写 生 は，尋常科 5 年以 上 で，そ の

割 合が 逆転 し，想画製作 の 割 合が写生 よ りも

少 な くなる c 当時の 想画の 実例 は，図 1 ・2

・3 を参照 され た い
。 高学年 の 指導は t 主に

麟
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表 1 各指導パ ーセ ン テ ー
ジ 数字は ％

想画 写生 図案 お 話 計

尋 170 13 10 7100

尋 26020 13 7100

尋 342 2520 13100

尋 4382720 15100

尋 52538372123
1615100100

尋 6254237
1823

15100100

高 120
3223233225100100

高 220
3423233423100100

＊ 表中，2段 に な っ てい る と こ ろ は ，上 段男 子，下 段女 子 で ある 。

佐藤文利が あた っ て い た。23）

　な お，想画指導の 割合が学 年進行 に伴 い 減

少 して い く様子 を 『小 学図画 』 と 比 較する と

次 の よ うに な る 。

　先ず，絵 の 種類が ，『尋常小学図画」で は，

思想画 ・写生画 ・臨画 ・用器画 ・図案 ・鑑賞 ・

説話，『高等小 学図画』で は ，思想画 ・写生 画 ・

臨画 ・図案
・
図 案用器画 ・図案説話 ・説話鑑

賞， とな っ て い る。『小 学図画』 にお け る思

想画 の 割合 の 変化は ，次 の 通 りで あ る 。

　尋 1 − 73％，尋 2 − 65％ ，尋 3 − 35％ ，

尋 4 − 10％ ，尋 5男
・女 一5 ％，尋 6 男

一

5 ％，尋 6 女 一11％，高 1 男 ・女 一 5 ％ ，

高 2 男
・女 一 5 ％ で ある 。

　こ の よ うに．『小学図画』に おけ る思 想画 は ，

尋常科 4 年以上 で極端に少な くな っ て い る 。

長 瀞小学校 に お け る 想画 の 減少 の 仕方 の 方

が ， 自然 な形 の よ うに 見受 け ら れ る 。 また ，

尋常小学校 中学年以上 に お い て も，長瀞小学

校 で は 想画 を重 ん じ て い た こ とが 分か る 。

5．結論

　以 上 ，想画発生 の 経緯と ，青木実三 郎や 中

西良男 に続 い て 長瀞小 学校 に お け る佐藤文利

の 想画教育の 指導に つ い て ，赤津隆助 と の 影
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響 関係 に ふ れつ つ 述 べ て きた 。

　赤津の 影響 に つ い て整理 した時，最 も強調

される の は郷土教育 と して の 図画教育 と い う

こ と で あ る 。

　素朴 な真実，取 り分 け愛する 郷土 の 実生活

を率直 に ，生 き生 きと描かせ ようと した姿は ，

赤津隆助 の 「郷土教育 と想画」 （「郷土 化 の 図

画手工』 所収） に よる と こ ろ が大 きか っ た 。

そ れ は，佐藤が 『技能科教育の
一

端』 の 「本

校 の 図画 科」 の 項 目で 「3 ，郷土化」 と題

して 書 い た文章 に，赤津の 文章ほ ぼ そ の もの

の 部分があ っ たこ とか らも明 らか で あ る 。

　 また，佐藤 は 「我校 の 図画教育」の 指導の

方法 に お い て ，想画の 題材 を郷土 か らとる と

い う点 な どで も赤津 の 影響 を受けて い る 。

　
一

方，赤津は美術教 育雑誌 『学校美術』や

自ら の 手紙 な ど で も，長瀞の 子ど も達や 教師

た ち を激励 した 。
こ うした こ と も，単 に佐藤

らが受け止め た著書や雑誌 に 表れ た赤津の 教

育思想 だ けで な く，実際的 な影響力 と見る こ

とが で きよ う。

　 そ の 他，赤津 の 「郷土 教育 と想画」 に見 ら

れ る鑑賞教 育の 方法 も長瀞小学校 の 指導に生

き て い る 。 た だ，鑑賞教育 は岸 田劉生 の 影響

が考え られ るが ，家族 （父 母） と共に 鑑賞す

る な ど，郷土 生活 に融合 した鑑賞の あ り方は ，

赤津 の 影響 と思 われ る。

　 また，赤津が 新図画教育会著作 『図画教育

の 理 想 と実現」 に著 した 「図画教育の 方法 」

な どか ら も佐藤 は影響を受けて い る と捉 え ら

れ る。例 え ば，「日常 の 実生 活が皆題材」 と

い う趣 旨の 言葉 な ど で ある 。

　山本鼎の 唱 えた 自由画 教育，す なわ ち創造

主 義美術 教 育は 方法論的 な 弱 さ を見せ て い

た 。 こ れ は ，「1 ，序」で 述 べ た 「造形遊び」

に お け る 問題 点 と そ の 要因 を
一つ に す るだ ろ

う。 また，新図画教育会の 唱 える造形主義的

美術教育 は，形や 色 を重視 しつ つ ，生 活に も

目 を向け て い たが ，生 活 の 実感や 重 み に は欠

けて い た 。
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一方，長瀞小学校 の 想画教育 は ，郷土教育

と結 び付 い て ，地方色豊かな自己の 環境 と し

て の生活観 と自主性す なわ ち子 どもた ちの見

た生の 声 を持つ ，地 に着い た強さ を持 っ て い

た 。

　 こ うした 「想画」的視点をそ の まま今日 の

美術教育 に 持ち込む こ とは無理 と して も，指

導 の 具 体性 に欠けが ちな今 日の 美術教育 に，

示唆 を与 えて くれ る の で は ない だ ろ うか と考

える 。

　長瀞小学校 想画教育の 「生 活主義」的意義

は，そ うした意味で 美術教育史にお い て 大き

か っ た と言 えよ う。 郷土主 義教育や綴 り方教

育 と結び つ い て ，子 どもた ち の H 々 の 生活の

中か ら生 の 声 を発 す る機会を作 っ た 。 ま た，

地 方に あ りなが ら も，想画 の 多 くの 入 選 ・入

賞，そ して 赤津 ら との 係わ りに よ り，中央図

画教育界か らの 「認め」 を得 こ れ を子 ど も

た ちや教 師の や る 気 に つ なげた 。

　こ の よ うに して ，地 方か ら生 まれ た想画教

育 とい う素朴 な活動 は，中央に伝 わ り，中央

を動か し，美術教育 に お け る盛 り上 が りを昭

和 の 初め に 作 っ た 。 そ して ，長瀞小 学校の 想

画 は，そ の 代表的な もの の
一

つ で あ っ た 。

註
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