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音楽の身体性とアフォーダンス理論 
－生態学的アプローチによる音楽科授業実践の提案－ 

 
                    内海 昭彦 
                新潟市立新津第一小学校 

 

はじめに 

 
小学校の教員になり，音楽科の授業実践を積み重

ねるようになって，自分がこれまでもっていた，音

楽の「知覚」の仕方や「技能」の習得プロセス，知

覚・感受から表現への道筋等に関する「通念」とは

微妙に違う子どもの実態を目の当たりにすること

が多くなった。 

例えば，小学校低学年の児童は音楽を聴きながら

よく身体を動かす。また，身体を動かし音楽と同調

することによって音楽を深く身体で捉える，という

ことは大人でも実際に体験できることである。人は

「身体を使って音楽を聴いているのではないか」と

考える瞬間である。しかし，多くの人と同じように

筆者は「音楽は耳で聴くもの」という「通念」をも

っている。これは，自分のもつ「常識」を疑ってか

かる必要があるのでは，と考えるきっかけとなって

いく。 

また，授業で示範をすることがあるが，いかに表

現しようとする伝統音楽の表現技法を再現しよう

としても，うまく表現できないことがある。民謡の

「斎太郎節」の節回しを再現しようとしても，民謡

歌手のそれに近づけるには，息の使い方やのどと口

の中の形の調整がうまくいかず，相当な「距離」を

感じるのである。日本人でありながら，日本の伝統

音楽の表現方法に対応しきれていないのだ。こうし

た事態は，音楽的な表現の「技能」は，それまでに

表現者が文字通り「身に付けてきた」音楽的な「技

能」を反映するものであり，背景とする文化が異な

る音楽的な表現に関しては，身に付けてきた「技能」

が通用しないということに起因するのであろう。

「身に付いていない」音楽的表現は，どこか偽物感

が漂うのである。 

加えて，歌唱や鑑賞の授業で子どもが「知識」と

して頭の中に蓄えたことを使って考え出したこと

を，うまく表現に結び付けることができない事態が

起きることが多くある。子どもは思考の俎上で「こ

ういう歌い方をしたい。」「こう表現したい。」と考え

るが，実際に歌ってみるとうまく表現できないので

ある。例えば，子どもはある歌唱教材から，春の日

のさわやかな情景を捉えて「春風が吹く様子を歌で

表現したい。」と考えても，うまく実現できず，頭を

抱えるのである。 

これらを俯瞰してみると，共通した問題点が見え

てくる。それは，「思考」や「意識」など「心」の領

域と，「動きで音楽を知覚する身体」や「身に付けて

きた音楽的な技能」，「歌う身体のコントロール」な

どの，音楽とその「身体性」に関する領域の指導と

がうまくかみ合っていないという問題点である。こ

れは私たちの心理学的な「通念」と，子どもや教師

の行為から見えてくる，実際の音楽の「知覚や認知

の姿」との間の「溝」の問題であると考える。 

こうした問題の解決策を模索する中で，筆者はア

メリカの心理学者Ｊ.Ｊ.ギブソン（James Jerome 

Gibson，1904‐1979）の生態心理学によるアフォー

ダンス理論の存在を知る。アフォーダンス理論にお

いては，デカルト以来の「心」と「身体」に関する

概念を否定し，環境の一部として世界を捉える「知
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覚システム」の存在を提案しているなど，これまで

の「通念」を覆す，動物の行為，身体に備わった「知

覚」と「行為」の為のシステムに関する独自の説明

がなされているのである（１）。 

筆者は音楽教育において，このアフォーダンス理

論による生態学的アプローチを取ることで，上述し

てきたようなこれまでの心理学的な「通念」と，子

ども，延いては私たち人間の，環境とのつながり
・ ・ ・ ・

に

おける事実との相違を明らかにし，両者の間を架橋

する新たな指導法を提案することができるのでは

ないかと考えている。そして，生態学的アプローチ

による人間の知覚と行為の事実に基づいた指導の

展開によって，音楽の「身体性」を重視した形で子

どもの音楽性をより高めていくことができるので

はないかとも考えているのである。 

そこで本研究では，まず筆者が捉えた音楽教育に

おける心理学的問題点について整理する。そして，

近年の知覚と認知に関する心理学で起きている「改

革」の方向に触れながら，ギブソンの創始した生態

心理学のアフォーダンス理論に基づく，いわゆる

「生態学的アプローチ」による音楽授業の提案を行

う。 

具体的には，はじめに筆者の音楽教育に関する研

究や実践から見えてきた，これまでの「知覚」や「音

楽的基礎」，「知覚・感受から表現への道筋」をたど

る授業において，筆者が捉えてきた問題点について

整理する。 

次いで，筆者がそれらの問題点を解決に結び付け

ることができる理論として捉えているＪ.Ｊ.ギブ

ソンのアフォーダンス理論について，ギブソン本人

の二つの著作「生態学的知覚システム」及び「生態

学的視覚論」を中心に紐解く。その上で，近年の認

知心理学，非線形運動科学等の知見をもとに，身体

性を重視した音楽教育の実践に資する視点につい

て整理する。 

そして，アフォーダンス理論によって見えてくる

身体性重視の音楽教育実践への示唆についてまと

めた上で，それらを反映した生態学的アプローチに

よる音楽授業について提案を行う。 

 

１． 音楽を探りにいく身体の動きをどう捉える

か，という問題 

 

小学校低学年の児童はよく，曲を聴きながら楽し

そうに身体を動かす。子どもの動きをよく見ている

と，現行学習指導要領の「共通事項」にあげられて

いる，「音楽を形づくっている要素」を身体の動きで

も捉えにいっているのではないか，と思うことがあ

る（２）。また，筆者はよく音楽を聴いていると指揮者

になったように指揮棒を振る真似をすることがあ

る。そうやって身体を動かしながら聴くことによっ

て，音楽の諸要素が身体にすっと入ってくる感じが

するものである。このように，身体を使って音楽の

諸要素を捉えにいく，ということは高学年の児童，

更には中学生，高校生，私たち大人の音楽的活動に

おいても多々あるのではないだろうか。 

加えて，そうして身体で捉えにいき，身体と一体

化した音楽の諸要素を歌や演奏に反映させる子ど

もたちの表現は，実に自然な表現であることが多い。 

 例えば，「大きくなりたくて」という歌詞があると

する。その歌詞の部分を歌う時，中には両腕を高く

頭上に掲げ，天を仰ぐように顔を上に向ける動きを

する子どもがいる。そうして，音楽のダイナミクス

の変化や感情の高ぶりなど複合的な要素を身体の

動きで捉えた子どもたちは，この歌詞の部分に来る

と，自然に音量的にｆ（フォルテ）で，伝えたい歌

詞の意味を十分に盛り込んだ表現で歌うのである。

授業のなかで別段に取り上げて「ここは大きく歌う」

とか「気持ちを込めて歌う」などと確認をしたわけ

でもないのに，である。こうした様子を見ていると，
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「人間は耳以外の感覚器を使って音楽を聴きにい

き，その要素を身体に取り込む能力をもっているの

ではないだろうか？」と考えることがある。 

リトミックをはじめとする，身体を動かすことに

よって音楽の諸要素を感じ取ることを目的とした

メソッドの理念には，音楽と身体の動きの関係の重

要性に触れた記述がみられる。例えばE.J.ダルクロ

ーズ（1865-1950）は，「私たちがリズムを表現した

り，知覚したりできるのは，身体
・ ・

全体の動きによっ

てである。」と述べている（３）。しかし，「なぜ，人間

は身体の動きを使って音楽を捉えに行くような行

為に出るのか」さらには「認知を含めたどのような

身体の仕組みによって音楽の諸要素を捉えること

ができるのか」ということについては，これまで，

明確な根拠が示されていないのである。 

子供たちの様子をよく見ると，確かに身体を動か

すことで，音楽の諸要素を捉えている，としか量り

ようのない姿に遭遇する。そして，音楽の諸要素を

身体の動きで捉えにいった子どもたちは，生き生き

とした音楽の表現へと自分の身体をコントロール

していくのである。筆者はこうした行為の観察から，

知覚に関するこれまでの「通念」では理解できない

事実が潜んでおり，それが問題として顕在化してい

ないのではないかと考えるのである。 

 

２． 「音楽的技能」の捉えに関する問題 

 

音楽の授業で，日本やアジア，アフリカなど非西

洋圏の文化を背景にした音楽を示範演奏するとき，

筆者は自分の歌声や表現方法が「合っていない」と

いうことを自覚しながら歌うことがある。例えば，

小学校４年生の鑑賞の授業で，宮城県の民謡「斎太

郎節」を子どもの前で歌う時に，日本の伝統的な音

楽なのに，西洋の音楽に合わせた発声，歌い方をし

てしまっている，ということを自覚しながら歌う，

という事態に陥るのである。以前参加した，ある伝

統音楽の講習会の時も，同じようなことが受講者に

起きていたことがある。地域に伝わる民謡を歌って

みる活動において，参加者のほとんどが，西洋的な

「ベルカント唱法」に近い発声で歌ってしまってい

るのである。 

筆者は，これらの現象は，私たちが音楽教育にお

いて付けさせる必要があると考えている表現技能

の問題に起因すると考えている。 

これまでの音楽教育で身に付けさせてきている

「技能」のほとんどは，「ある音楽文化の表現に特化

された技能」と言えるのではないだろうか。私たち

教師は，民謡を歌うには民謡の歌い方，西洋のアリ

アを歌うにはそれに合わせた歌い方の「技能」が必

要であると考えて，そうした「技能」が身に付くよ

うに指導していくのである。しかし，こうした「あ

る音楽文化の表現に特化された技能」は，他の文化

を背景とした音楽的な表現に対する応用の利かせ

づらい「技能」である，という見方もできる。この

ことが，前述したような，身に付けた「技能」を他

の音楽文化の表現に応用しようとして，違和感を生

じるということの背景となると考える。 

こうした問題を解決する為に必要なことは，単に

音楽の「技能」を習得させる教師の側が教育内容を

工夫し，伝統音楽の表現技法を子どもたちに経験さ

せていけばよい，という問題ではなさそうである。

これは，私たちがこれまで受けてきた音楽教育にお

ける「技能」の捉え方自体の問題に起因すると考え

るのである。 

文部科学省が平成２９年３月に示した新学習指

導要領では，音楽科の目標の(１)で，「表したい音楽

表現をするために必要な「技能」を身に付けるよう

にする。」としている（４）。例えば日本の伝統的な音

楽の規則や表現方法に則って音楽的な表現をしよ

うとするときには，そのために必要とされる表現技
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法というものがあって，それを予め身に付けておか

なければ表現は難しい，という立場に基づいている

とも解釈できるのである。このように，これまでの

私たちの「通念」では，「技能」とは「何かをするた

めに，予め必要とする身体能力」と解釈されてきた

と考える。しかし筆者は，この「表現のために予め

必要とする能力」としての「技能」の育成に偏って

いては，子どもがそれまでに出会わなかった新しい

音楽表現やそのために必要な表現技法に対応する

能力を育成することはままならないと考える。では，

いかなることを音楽教育で身に付けさせる「技能」

として捉えると，新奇な表現に対して柔軟に対応す

る能力を身に付けさせることができるのであろう

か。このことは，早急に議論する必要のある問題で

あると筆者は考えている。 

 

３． 知覚・感受から表現への道筋における問題 

 

 ６年生の歌唱の授業で文部省唱歌「ふるさと」の

表現の工夫の授業を行ったことがある。子どもは，

「ゆめは いまも めぐりて」の歌詞のところで，

歌詞の内容から「懐かしい感じを出して，声を小さ

くして歌いたい。」という思いをもった。ところがそ

の通り歌おうとすると，声を小さくする，というこ

とに関してはできるが，「懐かしんでいる感じ」がう

まく表現できない，と悩むのである。そこで，教師

は「以前あったことを懐かしんでいる時ってどんな

身体の動きをする？」と，身体の「動き」との関連

で表現方法を探らせた。そうすると，子どもから「目

を伏し目がちにして思い浮かべるのではないか。」

や「視線を上に向けて首を振りながら思い浮かべ

る。」という考えが出てきた。そうして「懐かしむ」

ときの「所作」と関連させて歌うことで，子どもが

納得する「懐かしむ感じ」の表現が生まれたのであ

る。 

 こうしたことは鑑賞の領域の授業でも当てはま

ることが多い。年齢が上の子どもたちでも，身体の

動きを使って楽曲の気分を感じ取らせることによ

って，楽曲についての自分なりの聴き取りを雄弁に

語り始める。そして，友達と自分が捉えた，音楽と

一体化した身体の動きについて交流する中で，その

楽曲の特徴を捉えなおし，新たに楽曲のよさや美し

さを発見していくのである。 

このように，音楽の「知覚」から表現へのプロセ

スにおいて，身体の動きによってしか捉えられない

音楽の要素をどのように生かしていくのか，といっ

た問題も重要である。これまでの常識を疑い，発想

の転換を図ることによってこうした問題を解決し

ていく必要があるのではないかと筆者は考えてい

る。 

 

４． 問題の整理と解決への展望 

 

ここで，これまでの「通念」と子どもの事実とを

照らし合わせると見えてくる問題点を整理したい。 

 

① 実際，人間は音楽を身体の動きで捉えている。

しかし，私たちの心理学的通念においては，

身体の動きで音楽を知覚するということにつ

いての理論的背景が明確でない。 

② これまでの「音楽的技能」の捉えにおいては，

様々な表現の可能性に対する「対応力」の育

成という面が弱いと考える。今後の音楽教育

において「音楽的技能」の捉え方について，

発想の転換が求められているのだろう。 

③ 音楽の知覚から認知，そして表現へのプロセ

スと音楽の「身体性」は切り離せないようで

ある。こうしたプロセスにおける「身体性」

をどのように捉え，実践に活かしていけばよ

いのか，考える必要がある。 
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これら，子どもの事実から見えてきた音楽教育の

諸問題の解消に向けては，音楽教育を取り巻く心理

学的な背景が関係してくると筆者は考える。そこで，

問題解決に向けては，これまで筆者が学び，常識だ

と考えてきた音楽の「知覚」に関する概念や，音楽

教育の背景となる心理学について，角度の違う見方

から研究し，自らの認識を見直すと同時に，その研

究の成果を広く示していく必要がある。 

例えば，①の「身体の動きを使って音楽を捉える」

ということに関しては，これまでの人間の知覚⇒行

為に関する「通念」，すなわち身体の外部からの感覚

器への刺激の入力⇒脳への刺激の伝達⇒脳の判断・

指令⇒身体の動き，という図式では説明がつかない

問題である。そこで，人間の知覚や認知についての

新たな理論的根拠を求める必要に迫られたのであ

る。 

 
５． ギブソンの「アフォーダンス理論」と音楽教育 

 
 人間は，動くことによって音楽を捉えているので

はないか，音楽的な「技能」は記憶や経験に頼るも

のではなく，多様な音楽へのアプローチを可能にす

るものでなくてはいけないのではないか，知覚・感

受から表現への道筋で，分析的な聴き方によって

「知識」や「表現方法」を考えさせるよりは，音楽

の「身体性」を活かした方法で捉えさせ，表現につ

なげる方がよいのではないか，そのようなことを考

え，認知理論や学習心理学等の文献をあたっていた

筆者に転機が訪れる。それは，Ｊ.Ｊ.ギブソンの生

態心理学による「アフォーダンス理論」と知覚，認

知のパラダイムシフトについて紹介した，佐伯胖の

著作との出会いである。 

 佐伯は，ギブソンの知覚に関する考え方を以下の

ように紹介している。 

 

  （ギブソンは）「知覚」というのは，生体が外

界に働きかけたときに生体の「いきざま」に

関係して一貫して「働きかけられる」情報，

すなわち，アフォーダンスの抽出であり，生

体は全身でそのアフォーダンスを抽出し，ア

フォーダンスに応える形で，外界とかかわり

あっているのだ，とした（５）。 

 

佐伯の紹介するギブソンの考え方を音楽教育に

照らすと，音楽といういわば「環境」との関係も，

受容と供給のような一方向的な関係ではなく，私た

ちの側から全身で働きかけることによって関係性

を築いているのだ，と理解することができる。子ど

もたちは音楽との関係性を築くために動いたり，動

きによって知覚したことをもとに，認識を広げ，行

為に反映させたりしている。「音楽的技能」に関して

も，こうした，環境に対して身体全体で働きかけ，

自ら環境との関係性を構築したり，新たに創り直し

たりするための「技能」と捉え，習得させるための

方法を考えることが重要なのであろう。こう考えた

筆者はギブソンの「生態心理学」を研究することに

よって，子どもの実態から見えてきた，「知覚」や「心

と身体」に関する問題の答えが得られるのではない

か，と探り始めたのである。 

 

６． Ｊ.Ｊ.ギブソンの「生態心理学」の概要 

 
 ギブソンはアメリカの知覚心理学者である。ギブ

ソンの年譜については，境，曾我，小松がその生活

史と研究歴をまとめている。ここでは，その年譜を

追っていくことにする（６）。プリンストン大学の大学

院入学当初，彼は行動主義者のホルト

（E.B.Holt,1873-1946）に大きな影響を受けたとい

う。大学の教壇に立ってからは，当時のゲシュタル

ト 心 理 学 者 の 草 分 け で あ っ た コ フ カ
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（K.Koffka,1886-1941）との親交を深めつつも，ゲ

シュタルト心理学に対する疑問から，独自の理論を

展開し始める。 

 彼の理論展開にとって重要な出来事は，図１にあ

るように，空軍の飛行機の操縦士の適性判断の仕事

に携わったことであろう。その仕事によって彼は，

それまでの心理学とは一線を画す，新たな「知覚」

に関する心理学の必要性を見出すことになる。 

 私たちがもっている「知覚」についての一般的な

概念は，いわゆる「表象主義」と呼ばれるものであ

る。佐伯は，この表象主義を以下のように説明して

いる。 

   

人間は外界から入ってくる刺激を，すでに頭

の中に貯蔵されている知識（さまざまな特徴や，

特徴の相互関係の知識）に照合させて，分析し，

カテゴライズした上で，それらを統合して「意

味」を解釈していくのだ，というわけである（７）。 

 

しかし，近年研究が盛んになってきた，人工知能

（AI）や，人や乗り物などの運動・制御理論の研究

によって，1980年代には「表象主義」ではどうにも 

説明がつかない問題が生じる。人工知能研究におけ

るいわゆる「フレーム問題注１」や，運動制御理論に

おける「ベルンシュタイン問題注２」などである。そ

こで，ギブソンの心理学があらためて注目されるこ

とになる。 

ギブソンの知覚理論は次のような特徴をもつ。 

 

① 「表象主義」のように「知覚」を心の作用や

頭の中の出来事として考えることを捨て，生

き物と環境との相互作用の結果として捉えて

いること。 

② そうした環境との関係性をも含んだ，動物の

知覚の仕組みを「知覚システム」と呼び，人

間は環境をも含めたこうした「知覚システム」

によって世界を知覚している，と主張してい

ること。 

 

 ギブソンの，動物の知覚の捉えにはそれまでの知

覚に関する心理学の常識を覆す，以下の３つの主張

があると考える。 

 

６．１ 環境中に「意味」や「価値」が存在する 

まず，私たち人間を含む動物，つまり「知覚者」

をとりまく環境の中に，知覚者にとっての「意味や

価値」が存在するという考え方を示していることで

ある。 

デカルト以前，あるいはデカルトの「心」の出現

以来，心理学の常識としては，環境からの刺激を受

けた知覚者が，その神経系あるいは中枢によって刺

激の内容を処理・解釈し，「意味や価値」を形成する，

というのが一般的であった（８）。 

しかし，ギブソンは知覚者と環境との相互関係に

よって，知覚者が環境のうちに「意味や価値」を発

見するのだ，と考えたのである。 

そして，その環境に存在する知覚者にとっての

「意味や価値」を含む情報のことを「アフォーダン

ス」と名付けた（図２）。 

アフォーダンスとはギブソンが英語の「アフォー

図１ 
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ド(afford)」つまり「提供する」「与える」という意

味の動詞からつくった言葉である(９)。 

 

ギブソンの第３の著書「生態学的視覚論」には，

以下のような記述がある。 

 

環境のアフォーダンスとは，環境が動物に

提供
・ ・

する
・ ・

（offer）もの，良いものであれ悪い

ものであれ，用意
・ ・

したり
・ ・ ・

備えたり
・ ・ ・ ・

する（provide 

or furnishe）ものである（10）。 

 

ギブソンは，アフォーダンスという言葉を創るこ

とにより，既存の用語では表現し得ない，動物と環

境との相補性を表現しようと考えたのである（11）。ギ

ブソンに影響を受けた知覚心理学者たちは「ギブソ

ニアン」と呼ばれているが，そのギブソニアンたち

が，ギブソンの死後も研究し発展させたのが「アフ

ォーダンス理論」である。 

 

６．２ 知覚システムによる「知覚」 

こうしたアフォーダンスの探索を行う生物に備

わる「知覚の為の感覚」をギブソンは「知覚システ

ム」と呼んでいる。ギブソンはこの「知覚システム」

について第2の著書「生態学的知覚システム」の序

章で以下のように言及している。 

 

本書は，知的過程を介さずに，感覚が世界に

ある対象の情報を得られること，少なくとも，

諸感覚が知覚システムとしてはたらく際には

それが可能であることを示唆する（12）。 

 

 更に，３章では，以下のように「知覚システム」

について規定している。 

 

本書では，外的な諸感覚を新たな方法で，受

動的ではなく，能動的なものとして，経路では

なく，システムとして，相互に排他的ではなく，

関連し合ったものとして捉える。もし，外的な

諸感覚が，単に感覚作用を引き起こすだけでは

なく，情報をピックアップするはたらきをもつ

なら，これまでとは異なる用語で表現すべきで

ある。ここでは，それを《知覚システム》とよ

ぶことにする（13）。 

 

即ち，デカルト以来の「知覚には知的過程を介す

る必要がある」という常識をギブソンは覆し，生物

は神経系の働きをも含めた感覚器同士の相互作用

による「知覚システム」によって環境にある情報を

知覚するという新たな考えを打ち出したのである。 

 

６．３ 能動的な探索の為の「動き」 

ギブソンの生態心理学にはまた，知覚者は環境の

中を動き回り，或いは自ら動くことによって能動的

に情報を探索することで，自らに必要な「意味・価

値」を環境のうちに発見する，という考え方がある。

図３は，ギブソンの著書にもある｢航空機の着陸の

際のパイロットの見え｣を説明したものだ。今まさ

に飛行場に着陸しようとしている航空機のパイロ

ット（知覚者）は，時㏿３００㎞ものスピードで移

動するコクピットでの見えから，知覚者自身の「姿

勢」や「㏿度」をも知覚しながら航空機の姿勢を安

図２ 
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定させ，安全な着陸姿勢へと導く。つまり，外界の

見えは，同時に知覚者自身の姿勢や㏿度についても

知覚させているのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐々木は，「『知覚の刺激』の本質は，環境の中で

動きまわって何かを見ようとしている観察者がそ

の全身の動きとともに発見するものである（14）。」と

説明している。この説明からも分かるように，人間

は受け身で世界を知覚しているのではなく，環境の

中を動くことによって探索し，自分に必要な情報を

発見する。つまり動くことによって環境中の情報を

「知覚する」存在だという考えがギブソンの生態心

理学からは導き出されているのである。 

 

６．４ 知覚学習 

以上３つの知覚に関する常識を覆す考えの他

に，ギブソンは知覚の発達や学習についても独自

の知見を提供している。第2の著書「生態学的知

覚システム」において，ギブソンは「知覚学習」

について次のように言及している。 

 

刺激－反応心理学者は，感覚とは，感覚作

用の経路だと仮定し，学習過程とは，新しい

反応をいくつかの入力から成る一定の集合に

付加することだと考えてきた。しかし，感覚

とは知覚システムであると考えると，子ども

が反応のレパートリーを適用する新しい刺激

不変項，すなわち世界の新しい特徴の発見が

重要であることがみえてくる（15）。 

 

ギブソンの情報ピックアップ理論をもとに，知

覚者にとっての学習を捉えると，環境からのアフ

ォーダンスと，知覚者と環境との協調関係を利用

して，これらを含んだ「マクロな知覚システム」

を働かせながら自らの行為を変化・洗練させてい

くこととなる（16）。 

ギブソンの妻であり，研究パートナーでもあっ

たエレノア・ギブソン（1910－2002）は，その著

書「知覚の発達心理学」の中で，知覚学習につい

て以下のように端的に整理している。 

 

 知覚学習は，環境から入ってくる刺激を実際

に感受し，行動する経験の結果，環境からの情

報を抽出する能力が増大してくるところにあ

る，と言えよう（17）。 

 

これらを総合すると，佐々木が，「知覚システ

ムにとって『学習』とは，環境に多様に存在する

情報を特定できるように，システムの動作を不断

に豊かにしていく過程，システムの分化の過程な

のである（18）。」と言うように，ギブソンの理論で

は，知覚学習とは，感覚器が外界から受け取っ

た，色や音，匂い，味，圧力等の「生の印象を記

憶に結びつけ，それらを解釈，分類，体制化する

過程（19）。」のことを指す，というそれまでの考え

方を否定し，外界からの情報を，知覚システムを

使って捉える経験によって，自らの知覚システム

の動作をさらに豊かにしていく，システムの変

化・洗練のプロセスのことを指すのである（図

４）。 

 

図３ 
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７． ギブソンの生態心理学を教育に応用する視点 

 

ギブソンの生態心理学を教育実践に応用してい

く視点はどこにあるのであろうか。 

ギブソンの理論のトピックスをまとめると，まず

環境が動物に提供する「価値や意味」を「アフォー

ダンス」と呼んでいることが挙げられるであろう。

人間にとっての環境の価値や意味は，人間がその内

部作用によって作り出すのではない。環境の中にあ

るのだ。 

そして，アフォーダンスをピックアップするため

の身体の動きを「知覚システム」と呼び，人間を含

む動物は，環境の中で動き回ることによってそのア

フォーダンスを知覚する存在だとする点が挙げら

れるであろう。人間を「動くことで環境のなかに意

味や価値を知覚する存在」と見ること。このことは，

音や音楽という環境の一部を扱う音楽教育の方向

性に対して大きな示唆となる。 

さらに，知覚学習を，そうしたアフォーダンスを

捉えるための知覚システムの動作を豊かにしてい

く過程であり，システムの分化の過程であるとして

いることも重要である。「発達」を「身体のふるまい

をより複雑に，洗練されたものにしていくこと（20）」

と捉える視点を提供している，ということも大きな

示唆となる。 

音楽活動において必要とする身体能力も，いわゆ

る身体の「ふるまい」として捉えることができる。

例えば，トロンボーンを演奏する身体は，吹き込む

息の調整や唇の動かし方，楽器を構え口に当てる圧

力，そして自らの出す音と周囲の音の環境とに反応

してスライドを調整し，適切と思われる音を出す

等々，その「ふるまい」を巧みにすることによって

演奏技術の熟達へと導かれるのである。 

このようにギブソンの理論からは，知識を蓄えた

り，推量したり，判断したりして「身体」に対して

指令を出す，という従来の心理学的「通念」とは一

線を画す「思考と身体」の関係が浮き彫りにされる。

つまり，人間の思考と身体の動きを一体的に考え，

環境の中を動きながら「意味や価値」を探索する身

体の，その「ふるまい」をより緻密に，豊かにして

いく過程が「発達」であり，「学習」であると捉える

のである。 

音楽教育においてもこの考えをもとにしていく

と，これまでとは違う，新しい方向性が見えてくる

のである。 

 

８． アフォーダンス理論に基づく「身体性」重視

のアプローチで授業が変わる 

  

ここまで，アフォーダンス理論に基づく生態学的

アプローチによって，教育を取り巻く私たちの心理

学的な「通念」が「身体性」を伴った方向に転回さ

れる可能性があることを見てきた。 

筆者が子どもたちの音楽活動の中に見た身体の

動きで音楽の要素を捉えていく行為も，生態学的ア

プローチによって，これまでと違う解釈が生まれて

くる。つまり，「歌う，演奏するという行為に伴われ

る身体の動きとは，実は音楽の中に潜む情報を探索

する知覚システムの表れでもあるのだ（21）」。と山下

が言うように，子どもは，音楽を受け身で聴くので
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はない。身体を動かすことによって音楽の要素をま

るごと探り，取り入れようとする存在であるという

見方が生まれる。 

 また，生態学的アプローチによって，音楽的な「技

能」の習得プロセスとは，知覚システムの動作を豊

かに，巧みにしていくことである，という考え方を

もつことができる。こうした考え方の延長線上には，

知覚システムの動作を豊かにしていく為の教育方

法開発という方向性も見えてくる。つまり，これま

でのような，脳に「知識」を「蓄え」させ，身体の

コントロールの仕方を「蓄積」させることによって

「技能」を育むのではない。身体全体の知覚システ

ムを使って環境に対して柔軟に対応し，その動作を

豊かにしていく為の教育の方向性である。 

再び，トロンボーンの演奏技能を習得する過程を

見ていこう。練習を通じて，少しずつ，唇の振動を，

楽器の管全体に響かせるようになり，トロンボーン

という楽器の持つ本来の音色が出せるようになっ

ていく。従来の技能の捉えからすると，そうした「楽

器の鳴らし方」を習得することはつまり，息の出し

方や唇の当て方を記憶にとどめ，その度ごとに同じ

動作を，より精度を高めて実現することができるよ

うになることである，と捉えるであろう。この場合，

行為は，神経系からの指令に従って行われることが

前提である。つまり，より精度の高い演奏へと収束

する行為は，高度に学習された神経系に支えられる，

と考えるのである。 

しかし，生態学的アプローチをとると，「技能」と

は，行為を実現する知覚システム群の動作を豊かに

巧みにしていく能力と捉えることができる。楽器を

吹く状況は，その時々によって様々に違うものであ

る。ある状況下では「できた」ことであっても，次

の瞬間には状況が刻々と変化していくのである。そ

うした，変化する状況に応じて対応する神経系をも

含めた複数の知覚システムの働きを巧みに調節し，

認識とのつながりの上で適切な演奏に向けて，演奏

という行為を「分化」し精度の高い行為を実現でき

るシステムを高度に組織化する能力を身に付けて

いることが，「技能」を身に付けた状態と見ることが

できるのである。 

そのプロセスにおいては，これまでできていたこ

と，つまり知識や既にできるようになっていること

等の，従来の「技能」を使うだけでは対応しきれな

い場合が生じることもあろう。そうした，できるよ

うになったことから一歩踏み出して，多様な状況に

対応し，新たな身体の「ふるまい」を生み出すこと

ができるようになる力こそが，音楽活動における

「技能」であると捉える必要があるのである。この

ように，生態学的アプローチによって，音楽活動に

おける「技能」の習得とは，できるようになったこ

との制約からの自由を獲得し，同時に多様で洗練さ

れた表現への自由を獲得すること，と捉えることが

できるのである（22）。 

非線形運動科学の権威であり，身体運動の組織化

に果たす協応（coordination）の役割を探求し，音

楽的活動における技能の熟達について研究した工

藤は，こうした，「技能」の「熟達」ということにつ

いて，「自由度間の機能的な協応関係，すなわち協応

構㐀が形成されたとき，そのシステムは様々な変動

に対して柔軟なふるまいを示すことができる。」と

述べている（23）。工藤によると，「技能」の獲得と「熟

達」とは，できるようになったことからの逸脱性と

多様で洗練された表現への自由の獲得という，運動

の自由度の向上と，その自由度間の協応構㐀の強化

にかかっているということである。 

「技能」を習得し，熟達に至る一連のプロセスに

おいては，一定の運動のパターンを形成するために

練習を繰り返すのではない。「課題解決のプロセス

を反復することにより，よりよい解決策を編み出す

能力を獲得（24）」するために，多様な運動を繰り返し
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行うことが重要なのである。その結果，予期せぬ状

況に遭遇しても，その状況に適した新たな動作をそ

の場で創㐀することが可能となる「技能」を習得す

ることができるのである。 

音楽の学習に転じると，これまでは，繰り返し練

習することによってある一定の動きのパターンを

習得することを「技能」として捉えてきていた。し

かし，生態学的アプローチによって，音楽を表現す

る際に，できるようになったことから逸脱しつつ，

その歌い方や演奏表現の仕方において洗練された

表現に結び付け，実現する能力を身に付ける，とい

うことが「技能」を獲得するということと同義であ

る，という視点をもつことができるようになった。

息のコントロールや音の出し方，腹筋や横隔膜の使

い方等，「自由度」同士の協応構㐀を強化し，周囲の

環境との相互関係を結びながら，安定した音を出す

能力を分化させていくこと，更に音の出し方や，音

の処理に対してその状況に適した新たな動作を創

㐀する能力を獲得することが「熟達」することなの

である（図５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         図５ 

 

これまでの論で，アフォーダンス理論からの示唆

によって音楽科の授業改善に向けた視点が見えて

きた。ここで実践の展開に資する為，それらの視点

を整理する。 

① 子どもは，身体全体の知覚システムを使って

「音楽」を探索し，身体の「ふるまい」に取り

入れる存在である。 

 ② 音楽的技能の熟達とは，音楽する身体の知覚

システム同士の協応構㐀の強化と，新たな「ふ

るまい」を創㐀する能力を獲得することである。 

 ③ 教育においては，「ふるまい」の自由度の増強

と精緻化を図るため，多様なアフォーダンスの

探索や，新たな「ふるまい」の創㐀に向けた場

や活動，状況の設定による指導方法の改善が求

められる。 

 

９． 生態学的アプローチによる音楽科の授業 

 

これまでの論により，生態学的アプローチによっ

て，教育においては音楽を捉える身体の動きや多様

な音楽的アフォーダンスの提供によって，身体の

「ふるまい」をより精緻化させ，新たな「ふるまい」

の創㐀に向けた「自由度間協応構㐀」の増強を図る

方策が求められることが明らかになってきた。こう

した考え方は，従来の音楽教育を取り巻く心理学，

さらには哲学においても，新たなパラダイムの模索

の必要性を示唆するものと筆者は考えている。これ

らの問題に関しての議論は別の機会に譲ることと

し，ここからは，筆者が生態学的アプローチを試み

た実践を紹介し，音楽教育実践におけるパラダイム

転回の試みの一端を示したい。 

 

９． 新たな「ふるまい」を創㐀し，柔軟に「ふる

まう」技能を身に付ける授業 

 
ここでは，小学校６年生を対象にした，新たな「ふ

るまい」を創㐀する能力を発揮し，既成の器楽曲の

旋律やリズム等の音楽の諸要素をアレンジして，オ

リジナルな器楽合奏を作り上げていくように構成
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した授業実践を紹介する（注３）。 

前述したように，生態学的アプローチを取ると，

音楽的な「技能」の習得プロセスを，知覚システム

の動作を豊かに巧みにしていくこととして見るこ

とができる。更に，工藤らの研究によって，音楽活

動における「技能」の習得とは，できるようになっ

たことの制約からの自由を獲得し，同時に多様で洗

練された表現への自由を獲得することと見ること

ができることが明らかになっている。 

このことによって，音楽科の授業においても，「で

きるようになったこと」からの逸脱と「演奏」とい

う言わば「運動」の自由度の向上，その自由度間の

協応構㐀の強化を志向した場や活動，状況の設定に

よって，「ふるまい」の精緻化を図り，多様で洗練さ

れた表現への自由を獲得させることが重要とする

視点が生まれる。 

そこでまず，グループで演奏を作り上げていくこ

とを告げ，既成の楽譜通りに演奏できるようになっ

た児童に，原曲と様々なアレンジを加えた演奏を聴

かせ，「同じ曲でも，アレンジによって演奏者が表現

したいことを変化させることができる。」という思

いをもたせた。 

その後に，どんな感じの演奏にしたいかをグルー

プで考えさせ，「元気な感じ」「さわやかな感じ」等

の曲想に合う各パートの楽器を試奏させながら選

ばせた。その際，各パートの旋律の特徴に合う楽器

を選ぶよう助言をし，試し弾きと練習をさせた。 

次いで，自分たちが選んだ楽器で，表現したい曲

想が実現できるか，試奏する活動を行った。練習後，

グループ内で考えた曲想に合うかについて話し合

わせる際に，①各パートの旋律を表現したいように

変化させると，より表現したい演奏に近づくこと。

②リズムを加えるとより表現したい曲想に近づく

こと。を再度確認してから練習に入らせた。 

【対象児童】 

担任する小学校6年生児童 

 （女子１５名，男子２２名，計３７名） 

【題材名】 

いろいろな音の響きを味わおう 

【器楽教材曲名】 

ラバーズ・コンチェルト 

（Ｄ.ランデル，Ｓ.リンザー作曲／石桁冬樹編曲） 

【アレンジの提示に使用した演奏】 

①「メヌエット」（平成２７年度版教育芸術社鑑賞

指導用ＣＤより) 

②「ラバーズ・コンチェルト」（平成２７年度版教

育芸術社教科書指導用ＣＤより) 

③「ラバーズ・コンチェルト」（昭和５２年度版教

育芸術社鑑賞指導用ＣＤより） 

【学習目標】 

パートの役割や楽器の特徴を生かすよう，楽器の

構成や演奏を工夫して合奏しましょう 

【学習内容】 

●原曲のペツォルトの「メヌエット」とアレンジの

異なる「ラバーズ・コンチェルト」を聴き，工夫

して演奏することに意欲をもつ。 

●自分たちが演奏したい曲想になるように，旋律の

特徴から各パートにふさわしい楽器を選び，音色

や響きを生かして練習する。 

●演奏したい曲想に近づくように，リズム伴奏を工

夫して加えたり，旋律を変えたりして練習し，響

きの違いを楽しんで聴き合う。 

【教師の働きかけ（〇）と児童の様子（・）】 
《1時間目》 

〇教科書の楽譜を提示し，リコーダーと鍵盤ハーモ

ニカを使って旋律と副旋律のパートが吹けるよ

うに練習する。 

〇グループで演奏を作り上げ，発表会を開くことを

告げ，話し合いをさせて，４つのパートの担当を

決める。 
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《２時間目》 

〇ペツォルトの「メヌエット」を聴かせた後に，現

在使っている平成 27 年度版の指導用ＣＤに収め

られているランデル，リンザー編の「ラバーズ・

コンチェルト」を聴かせ，「似ているところと違

うところ」を話し合わせる。 

 Ｃ：「メロディーは同じ感じだけど，拍子が違う。」 

 Ｃ：「ドラムセットが入っている。」 

 Ｃ：「鍵盤ハーモニカで和音を入れている。」 

 Ｃ：「下の音（ベース）が入っている。」 

〇教科書の楽譜を提示して，楽譜を見ながら再度聴

かせた後，昭和５２年度版の演奏を聴かせて，「同

じところと違うところ」を話し合わせる。 

 Ｃ：「メロディーも少し違うし，全体に曲想が違

う。優しい感じの雰囲気がする。」 

 Ｃ：「リズムも違うと，曲想が変わる。元気な感

じからゆっくりした感じになる。」 

《３時間目》 

〇自分たちが演奏したい曲想になるように，旋律の

特徴から各パートにふさわしい楽器を選ぶ話し

合いをさせる。 

 ・児童は，ＣＤの演奏を参考に，音色を様々に変

えることのできるオルガンを選んだり，和音楽

器として木琴や鉄琴を試奏したりしながら楽

器を選んでいった。 

 ・Ｉ児とＹ児らのグループは，「元気でさわやか

な演奏」をしよう，という話し合いになり，旋

律楽器にアコーディオンとピアノ，和音楽器に

木琴と鉄琴，ベースにバスマスター，リズム楽

器としてドラムセットを選択した。その後，楽

譜通りに，旋律１，旋律２，和音，ベースの４

つのパートに分かれ，練習を開始した。 

《４・５時間目》 

〇①各パートの旋律を表現したいように変化させ

ると，より表現したい演奏に近づくこと 

②リズムを加えるとより表現したい曲想に近づ

くこと 

の二つの助言をし，表現したい演奏に近づいてい

るかを確認しながら練習するよう働きかけた。 

・I児とＹ児のグループは，当初，旋律１・２につ

いては，アコーディオンとピアノの音色の違う

楽器で重ねて演奏する，ベースと和音は楽譜通

り，そこにドラムを入れる，と構想していた。

しばらくして鉄琴を担当していたＹ児が，下の

譜例１・２のように演奏を変え始めた。 

 

譜例１（教科書） 

    

譜例２（アレンジ後） 

 

・Ｙ児の練習の様子を見た，他のグループの成員

もＹ児に刺激を受けたのか，音を変え，リズム

を変える試みを始めた。Ｉ児，Ｙ児のグループ

では，ドラムを担当していたＩ児が，以前教師

が他の器楽教材で，ドラムパートを加えて演奏

した際のフィルインを想起した様子で，曲の出

だしと，中間にスネアやタム，シンバルによる

下の譜例３のようなフィルインを加え始めた。 

 

譜例３（Ｉ児のドラムアレンジ） 

 

・４時間目を終えた段階で，Ｉ児とＹ児らのグル

ープはおよその演奏内容の目安を立て，練習を

終えた。しかし，ドラム担当のＩ児に関しては，
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休み時間の自主練習を申し出，合計２時間程度

の自主練習を行った。 

・他のグループにおいても，新たなリズムを付け

加えたり，各パートに音を加えたりした児童が，

自主練習を行いたいと申し出た。練習は昼休み

を中心に行われた。 

【６時間目】 

〇互いの演奏を聴き合い，響きの違いを楽しんで

聴き合う活動。 

・Ｙ児，Ｉ児らのグループをはじめ，合計６グル

ープが，それぞれが選んだ楽器で，楽譜の一部

を変えたり，楽譜にない音符を加えたり，リズ

ムを工夫したりしてアレンジした演奏を披露

した（写真１）。児童らは，互いの演奏を聴き

合いながら，他のグループの演奏が自分たちの

演奏と曲想が違うことを楽しみながら聴いて

いたようである。演奏会後の振り返りには，「楽

器が違うと，曲の感じも違って聴こえる。」「演

奏の仕方や音符を変えると全然感じが変わっ

て面白い。」等の発見したことを書いていた。 

写真１ 

 

【考察】 

従来，本教材における学習の目標は「パートの役

割や楽器の特徴を生かして合奏しましょう」という

ものである。展開は，主旋律を中心とした合奏にす

るための楽器の組み合わせやバランスについて話

し合いながら練習をする，という方向がスタンダー

ドである。しかし生態学的アプローチによって，こ

うした器楽合奏においても，今回の授業のような

「音楽的な行為に向けた身体の協応構㐀の獲得と

『熟達化』を目指した自由度間協応構㐀の構築」を

目標とした授業展開の構想が可能になる。 

こうした，新たな「ふるまい」の創㐀を働きかけ

た授業は，児童の練習意欲を引き出し，児童が自ら

の力で演奏の「技能」における新たな協応構㐀を獲

得する行為をも引き出すことができると考える。 

リズムを中心に演奏を変え始めたＹ児は，演奏を

変化させた当初は鉄琴のマレットの操作がおぼつ

かなく，打ち出したトリルの粒がまばらな状態であ

った。しかし，Ｙ児は，自分が表現したいトリルに

近づけようとタイミングをずらしながら繰り返し

練習し，思い通りの演奏にしていったのである。元

の楽譜は二分音符であった部分のリズムを変化さ

せた際にも，自分なりの必要感をもって八分音符と

四分音符の演奏の「ふるまい」を生み出し，獲得し

ていっている。Ｙ児は，思い通りの音を実現しよう

として自ら新たな「ふるまい」を探り，獲得してい

るのである。  

また，ドラムを担当したI児は，授業時間内にお

いて，納得のいく成果が得られなかった為，休み時

間の自主練習を申し出て練習した。その練習のプロ

セスは①一度できたリズムパターンの中にフィル

インを入れようとする。②打ちながら拍子に合って

いるかどうか，モニターできなくなる。③周囲から

「今の合ってたよ。」「もう少し早く打ったら」等，

言葉での情報をもとに，打つタイミングをずらしな

がら試す。④合っていると思われるタイミングの自

覚とパターンの再編の為の繰り返し練習。⑤他の部

分へのパターンの適用と更なるパターンの再編，の

繰り返しであった。その結果，Ｉ児はフィルインを

入れた「ラバーズ・コンチェルト」のドラム演奏獲

得の「技能」を自らの手で学習していったのである。 

鉄琴を担当したＹ児や，ドラムを担当したＩ児の
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学習の過程においては，従来のような練習によって

上達するという「内部深化」のプロセスではなく，

自らの動きと環境との関連性を探索しながらその

中に「意味と価値を求める不断の努力」のプロセス

が構築されていた，ということが言えるであろう。

そして，彼らが身に付けた「技能」は，「楽譜通り

に演奏する技能」ではなく，「獲得した『ふるまい』

の協応構㐀から逸脱する行為により，協応構㐀から

の自由を新たに獲得し，表現したい内容に合わせた

演奏を実現していく」「技能」であると考えられる。 

工藤は，こうしたよりよい解決策を編み出す能力

を獲得することにより，たとえ予期せぬ新奇な状況

に置かれたときであっても，その状況に適した新た

な動作をその場で創㐀することが可能になる，と言

う（25）。Ｙ児やＩ児が身に付けた「技能」も同様で，

新奇な状況に対応し，実現したい音を現実にする

「技能」であろう。このような，新奇な状況に置か

れたときであっても，その状況に適した新たな「ふ

るまい」を創㐀することができる「技能」を身に付

けた児童は，今後の演奏活動においても，その創㐀

性を発揮し，意図をもって演奏し，音楽を楽しむ力

を発揮するものと考えられる。 

本実践において，教師の働きかけに応じて楽譜の

一部，またはほぼ全面的にアレンジを加えた児童の

率は，２４．３％（９人／３７人）であった。 

筆者が同じ内容で音楽を専門とする教員を対象

に模擬授業を行った際のアレンジ到達率は８０％

を超えていた。このことを考えると，アレンジへの

取り掛かりやすさはそれまでの音楽的経験に左右

されると考える。また，小学１年生を対象に「きら

きら星」の様々な演奏の仕方を探索させた実践では，

変奏を試みた児童が９０％を超えていた。 

こうしたことから，年齢の低いうちに，「獲得し

た『ふるまい』の協応構㐀」から逸脱させ，協応構

㐀からの自由を新たに獲得し，表現したい内容に合

わせた演奏を実現していく「技能」を身に付けさせ

るための働きかけを積み重ねることにより，柔軟な

子どもの創㐀性を引き出すことができるのではな

いかと考える。 

 

１０．結論 ―生態学的アプローチによる新たな

学びのパラダイム－ 

 

実践によって，以下の成果が明らかになった。 

①音楽の知覚が全身の「知覚システム」によるも

のという考え方の導入によって，人間の音楽の

知覚の仕方の実際に，より即した教育が展開で

きること。 

②教育によって身体の「ふるまい」を育む，とい

う考え方によって，背景とする文化が異なる音

楽的な表現への対応力が増し，思考から表現へ

の道筋を整えることができること。 

一つ目の成果は，従来的な心理学的パラダイムに

則った教育方法においては，音楽のような聴覚的刺

激を中心として知覚する情報に関しては，聴覚器を

中心として「知覚」できる情報のみを扱う傾向にあ

ったが，そこに身体全体の知覚システムによる音楽

の知覚というパラダイムシフトの原動力となる「風

穴」を開けることができた，ということである。 

生態学的アプローチでは，人間の「知覚」は身体

全体の「知覚システム」を使うことにより，受容器

に特定的な感覚作用に依存することなく，感覚情報

に対して「知覚システム」全体で「知覚」するとい

う立場をとる。この考え方によって，音楽という情

報に関しても，「聴覚」のみではない「視覚」，「身

体覚」をはじめとする多様な感覚器を介した「知覚

システム」全体での探索活動が音楽の知覚である，

という考え方が導かれる。つまり，人間は環境の一

部である音楽を「身体全体」で知覚する存在である，

ということを自覚し，教育に利用することができる
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ようになるのである。  

従来，演奏技能の指導においては， 

①ピッチのチューニング 

②ブレスの確認からフレージングの工夫 

③楽器間，パート間の音量バランス 

④テンポやダイナミクス等，楽曲にふさわしい曲

想の工夫 

⑤気持ちを合わせて，演奏することの喜びを味わ

わせる。 

等，言わば，「聴知覚の範疇」での知覚とその延

長線上においての感受のさせ方について指導する

のが，一般的である（26）。しかし，生態学的アプロー

チによって，視知覚，身体覚，触覚等を含めた「知

覚システム」での音楽の「知覚」と，その獲得した

情報をもとにした感受，表現への方策にまで，その

範囲が拡大されるのである。 

今回の実践においては，友達の演奏を真似したり，

「おもしろい」と思った演奏を「もらってしまう」

ことを奨励した。その結果，Ｙ児やＩ児をはじめと

して，アレンジを始めた児童の多くが，身体の動き

によって音楽のアフォーダンスを捉える「身体覚」

を多く使った音楽の知覚の仕方を行っていった。 

鉄琴を担当したＹ児の周りでは，Ｙ児がアレンジ

しながら演奏する様子を始め遠巻きに見ていたＳ

児が，Ｙ児の左隣，つまりオクターブ下の音域の鍵

盤を使って，Ｙ児のマレットを操作する身体の動き

をコピーしながら，新たな音を探り始める様子が見

られた（写真２）。 

 

 

 

 

 

 

写真２ 

これは，他の「ふるまい」にコミットすることに

より，その行為を写し取りながら，自らの行為を創

り出していく，という創㐀的行為であると推察され

る。 

この行為を細かく見ていくと，従来の聴知覚を中

心とする学習を目的とする指導法においては俎上

に上らない「知覚システム」を多用した演奏技能の

学習が成立していることが分かる。 

Ｓ児は初め，友達のマレットの動きを良く見るこ

とにより「視知覚」による音楽の情報を中心に獲得

している。そのうち，その動きを真似て写し取る知

覚の仕方にシフトする。友達の動きとシンクロする

ことにより，自身の「ふるまい」に演奏する友達の

動きをシンクロさせる。その際には，自分のマレッ

トを動かす「身体覚」による情報，そして，自分が

鳴らす1オクターブ下の鉄琴が鳴る「聴覚情報」等，

Ｓ児がこれまで体験し得なかった「アレンジ演奏」

に関する情報を基に，演奏技能を「身に付ける」プ

ロセスが生まれていると考えられる。これらは，音

楽の情報を「知覚システム」を働かせて「ふるまい」

に取り込み，新奇な動きに対応する能力を高める

「知覚学習」のプロセスである，ということができ

よう。聴覚以外の感覚による知覚にまで範囲を広げ，

人間の知覚の仕方の実際に即した働き掛けによる

成果と考えられる。 

二つ目の成果は，生態学的アプローチによって，

学習の概念が「頭」或いは「脳」の機能を高める，

という従来の範疇から，身体性を伴った「ふるまい」

の能力や精度を高めるという域にまで広げられた

ことの恩恵による。 

今回の実践においては，児童に提示した音楽は，

西洋のクラシック音楽をアレンジしたポピュラー

音楽であった。児童は，こうした音楽に身体を通し

てコミットすることにより，演奏の「所作」を身に

付け「ふるまい」に取り入れ，創㐀するという姿を
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見せた。 

考察で取り上げたＹ児やＩ児は，身体全体を使っ

て音楽のアフォーダンスにコミットしながら「ふる

まい」を獲得していく姿を呈していたと考える。ま

た，Ｙ児の行為にコミットし，新たな表現を探り始

めたＳ児の音楽の知覚とふるまいの獲得の仕方は，

友達の行為に「知覚システム」を働かせてコミット

し，新たな「ふるまい」を獲得している姿と言える

であろう。特筆すべきは，これらの「ふるまい」の

シンクロと取り込みが，すべてのプロセスにおいて

児童自らの行為によって行われている点である。 

こうした音楽の学習を，音楽的な「ふるまい」を

生成し，熟達化していくプロセスとして捉えるパラ

ダイムシフトは，背景とする文化が異なる音楽的な

表現に対する寛容さや，感受したことを基に表現に

つなげる際の難しさの問題への回答も包摂してい

ると考える。 

生田は，伝統的な文化の継承における「わざ」の

伝承活動において目指されている「学び」が，教育

を論ずる際に問題となる「学び」の在り方に対して，

もう一つの「学び」の可能性を示唆するという（27）。

生田は「わざ」の伝承活動における「学び」は「高

次の『傾向性』の発現のために，特定の身体感覚の

共有にとどまらず，それを超えたAchievementすな

わち到達状態についての感覚の共有が目指されて

いる（28）。」と指摘し，知識を，Taskを通して受け

入れ，それを頭の中に表象化していくプロセスとす

る従来の「学び」観を超えた，「共感性」の発現や

「身体感覚の共有」を伴う「わざ」の伝承における

「学び」の在り方に注目する。（29）。 

「わざ」の習得プロセスにおいては，教える側の

行為の伝達と同時に，学ぶ側の「主体性」や教える

側と学ぶ側との「共感性」を背景に「学び」が行わ

れていく。そうした「身体性」を伴った学びの中で

「文化的な価値」も伝承されていくのである。 

「ふるまい」の生成・熟達化につなげる生態学的

アプローチによる音楽授業においても，児童の姿か

ら「主体性」や「共感性」に基づく「高次の傾向性」

の発現が見られた。子どもは，教える側の行為を主

体的に写し取ろうとし，自ら新たな「ふるまい」を

創㐀し形成していくのである。そうした中で，背景

にある文化的な側面をも含めた音楽のアフォーダ

ンスを身体全体で捉え，まるごと「ふるまい」に取

り入れていくのである。 

このような子どもの新たな学びの姿は，私たちの

「学びのパラダイム」を，これまでのように，音楽

を「耳」で聴くことを中心として考え，一定のパタ

ーンとしての演奏技能を習得させる内容に限定す

ることなく，音楽を身体全体の「知覚システム」で

捉え，獲得した協応構㐀から逸脱する新たな「ふる

まい」を創㐀させるための「方法」を考える方向へ

と転換することの重要性を示唆する姿でもあると

考える。 

今回の授業においては，通常の授業プロセスに，

生態学的なアプローチからの授業プロセスを加え

るという工夫を行った。 

【題材の導入段階】 

「アレンジ」の為の情報を多様に提示 

①原曲の「メヌエット」とアレンジ版の「ラバース・

コンチェルト」を複数のバージョンで聴かせる 

②グループで作りたい音に合う楽器を選ばせて試

させる 

③教師が，児童のアレンジを試す様子を奨励し，児

童と共に，アレンジした演奏を試してみる 

【演奏を形づくる段階】 

「ふるまい」を形成，精緻化する 

①練習の場を設定し，児童が，自らの身体の動きを

通して，新たな動きを発見，取り入れることがで

きるようにしていく 

②児童同士の交流の中で，動きを写し取ったり，新
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たな動きを加えたりする活動を組織する 

こうしたことから，音楽教育の方法論に以下のよ

うなプロセスを加え，人間の音楽の知覚の実際の姿

に即した指導を展開する視点からの教育の在り方

を模索していく視点が重要であると考える。 

①学習者を取り巻く多様な音楽的なアフォーダ

ンス発見の「場」「活動」「状況」の設定 

②発見した新しい音に身体でコミットする「場」

「活動」「状況」の設定 

③コミットした音楽とのオリジナルな関係性を

結び，新たな「ふるまい」を獲得していく技能

を身に付ける「場」「活動」「状況」の設定 

こうした考え方は，今後，展開の拡大が予想され

る伝統音楽や，様々な文化的背景をもつ音楽につい

ての指導においても，活かされていくべき指導観で

あると考える。 

 

おわりに 

  

今から約100年前に生まれたアメリカの知覚心理

学者Ｊ.Ｊ.ギブソンの生態心理学から発展したア

フォーダンス理論であるが，筆者は，そこから今後

の音楽教育に有効な視点が多数示されている，と捉

えている。 

なかでも，本研究においては，①人間は身体の動

きで音楽のアフォーダンスをピックアップしてい

るということ。②身体の「ふるまい」の複雑化・洗

練化を「発達」と捉えることから，「音楽学習の身体

性の重視」の視点からのアプローチの方法が明確に

なること。を明らかにした。 

折しも，文部科学省中央教育審議会教育課程部会

芸術ワーキンググループが平成 28 年 8 月に示した

「審議の取りまとめ」では，音楽科を含めた芸術系

教科・科目の「見方・考え方」の特徴として，「知性

と感性の両方を働かせて対象や事象を捉えること」

が挙げられている。そして，「知性だけでは捉えられ

ないことを，身体を通して，知性と感性を融合させ

ながら捉えていくことが，他教科以上に芸術系教

科・科目が担っている学びである（29）。」という考え

方が打ち出された。 

生態学的アプローチにおいては，音楽を身体の動

きを使ってまるごと捉えさせるために，児童が疑問

に思ったことや「やってみたい」と思ったことを，

身体の動きを使ってリアルに捉えさせ，実現させる

ための学習過程の発想が自然に生まれる。つまり，

芸術ワーキンググループの言う「知性のみでは捉え

られないことを，身体を通して，知性と感性を融合

させながら捉えさせる」学びの構築にとって，正攻

法の発想を得られるアプローチであると言うこと

ができよう。 

更に，生態学的アプローチによる学習過程では，

動きの様子を見たり，一緒に動いたりすることや，

新たな「ふるまい」を創㐀する中で，他者とコミュ

ニケーションをとりながら「対話的」にかかわる場

を生じさせることが容易となる。そうしたプロセス

の中で，他者が知覚し，知覚したことを基に感受し

たりしたことについて，自己のものと比較，再検討

等をする活動を生みやすいという利点もあるので

ある。このことは，平成29年3月に公示された学習

指導要領において強調されている「主体的・対話的

で深い学び」，いわゆるアクティブ・ラーニングの実

現に向けた学習過程の編成においても有効である

ということが言えるであろう。 

加えて，身体の「ふるまい」の複雑化・洗練化の

為に，知覚システム同士の協応構㐀の獲得と新奇な

状況への対応能力の育成という視点は，芸術教科に

おける「創㐀性」育成の視点とも合致するものと考

える。 

今後の課題として，生態学的アプローチによって

見えてくる子どもの事実と実践の方策改善へのヒ
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ントを，教育実践につなげていく「橋渡し」が必要

となると考える。そのためにはまず，川村が「人間

の知覚や認識を検討するには活動レベルを問題に

しなければならない（30）。」と指摘するように，ギブ

ソンや他のインタラクション研究の理論をもとに， 

①音楽教育という活動のなかで子どもがどう「ふ

るまい」を発展，精緻化させていくのか 

②子どもは環境との関係性を結ぶ能力を高めな

がら音楽的にどう成長していくのか 

というようなことを問題とする研究が必要となる

であろう。そして，そうした研究からの知見を実践

に応用していくことによって，音楽教育の方策改善

への糸口を探ることが重要である。 

今後も研究を継続し，子どもたちの音楽的成長と

音楽教育，延いては芸術教育の意義拡大のために，

生態心理学をはじめとする隣接諸領域の理論と，実

践との統合から見えてくることを明らかにしてい

きたい。 

 

【注】 

１．1969年にJ.マッカーシーとP.Ｊ.ヘイズが指

摘した人工知能に関する問題。佐々木正人はそ

の著書，「アフォーダンス―新しい認知の理論」

の中で，この問題に関して「ある行為に関する

ことと，関連しないことを効率的に見分けるに

どうしたらよいか」ということ，と解説してい

る。 

２．ロシアの運動生理学者，Ｎ.Ａ.ベルンシュタ

インが提起した運動の制御に関する問題。脳か

ら発せられた同一の運動指令が，身体の状態や

環境からの外力によってその指令とは異なる

運動を生じさせる。つまり，運動の制御は環境

と切り離された身体の内部からの指令，要因か

らは説明できないという問題が生じるとした。

ベルンシュタインが提起した，この運動制御の

本質を突く問題は，現在の人工知能による運動

制御理論の展開に大きな影響を与えた。 

３． 本実践の一部は，筆者の2016年の日本音楽

教育学会第47回横浜大会口頭発表，「アフォー

ダンス理論がもたらす音楽教育の『知の転回』」

の中で紹介している。 
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