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This is the second paper of “The education system of Sibelius Academy” ， which was 

started as a series of joint writings with Akira KOBAYASHI, a composer. It focuses on the 

comprehensive education syst巴m of Sibelius Academy, in order to explore the appropriate 

and innovative education system that is now seriously to be discussed in ] apanese music 

umvers1t1es. 

The Academy is an international higher music education institution in Finland and known 

as one of the biggest music universities in Europe. However, its education system is highly 

practical regardless its scale, and has succeeded in supporting vocational career building for 

young musicians. How 也ey put the system into e島ct and produce the high quality standard of 

the education? 

This paper is a general introduction of the whole study and shows the reason why we got 

started this research and chose Sibelius Academy as a model of practical music education 

to refer. It also illustrates the position of Sibelius Academy in the music education system in 

Finland, attempting to outline some dimensions of social conditions behind the education policy, 

which enable the institution to conduct such efficient performance. 
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本稿 は 「 シ ベ リ ウ ス ・ ア カ デ ミ ー の教育 シ ス テ ム 」 と い う タ イ ト ル を も っ 論考集の 第 2 稿 に あ た
る 。 作曲家の小林彰氏 と 共同執筆で始め ら れた こ の一連の 調査 ・ 研究報告 は 、 実践的 な 音楽家養成
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教育 に 今必要 な も の は何か、 音楽大学等の専門教育 を 行 う 高等教育機関の今後の社会的位置づ け と
役割 は ど う あ る べ き か 、 そ し て そ れ を 具現化 し て い く た め の方策に は ど の よ う な も の が あ る の か 、
と い う 疑問 に端 を 発 し て い る 。

大学改革が 多方面か ら 求め ら れ る 現代 に あ っ て 、 音楽大学 は様々 な 取 り 組み を 進め て き た 。 学科
の 新設や上位の 学位取得機 関 の増設、 基礎知識の低下 を補 う 全学的 な ス タ ー ト ・ ア ッ プ講座等の 設
置、 あ る い は高大連携や地域連携の プ ロ グ ラ ム な ど 、 そ の試み は 多岐 に わ た る 。 し か し な が ら 、 そ
れ ら の 多 く は新 し い大学の姿 を 求め る と い う よ り は個 々 の 目 標の 達成 に 向か う に留 ま り 、 包括的 な
教育 内容 あ る い は シ ス テ ム の 見直 し に は乗 り 出せて い な い よ う に も 思 わ れ る 。 ま た本来、 先 に あ げ
た よ う な 新 し い取 り 組み は、 そ れぞれがE い に 、 そ し て主軸 と な る 教育科 目 と 有機的 な つ な が り を
も っ て 、 大学教育全体の成果 に 寄与す る こ と が期待 さ れ る も の で あ る が 、 こ の意味で、際立 つ た成果
を 出 す こ と に成功 し て い る 例 は ま だ少 な い。

だ が 、 そ れ を 大学組織の意識の低 さ に帰す る の も ま た早計で あ ろ う 。 何故な ら 、 技術教授 を 主 た
る 目 的 の ひ と つ と し て 欠 か す こ と の で き な い専門教育領域で は 、 本質 的 に 、 他領域ほ ど 簡単 に そ の
教育 内容や枠組み を 変 え て し ま う こ と が で き な L 功＝ ら で あ る 。 逆 に言 え ば、 長年培わ れ た 専門 的技
術 と 体系 的知識の獲得 こ そ 、 高度 な 専門職 と し て の基礎力 を 養 う 根本的要素 で あ っ て 、 こ の土台 を
揺 る がす こ と は、 教育機関 と し て の質 そ の も の を揺 る がす こ と に他 な ら な い。 こ の点 に お い て 、 専
攻分野の確保や個人指導領域の充実、 そ れ に伴 う 良 い意昧での徒弟制度 的側面 は 、 経営的視点 か ら
見 れ ば そ の 非合理性へ の 非難 を 免れ得 な い が i 、 何 よ り も 質の保証 に お い て 必須の要素で あ る と い
え る 。 再現芸術で あ る 音楽文化 の伝承 と 創造は、 技術革新 に よ っ て 捨て て し ま う こ と の で き る ス キ
ル が 非常 に 少 な し ま た歴史 的 な知識や理論体系 も 過去の も の と し て 片づ け て し ま う わ け に も い か
な い領域で あ る 。 学生 は全て を 現在 に 生 き る ス キ ル と し て習得 し な け ればな ら な い の で あ り 、 安易
に カ リ キ ュ ラ ム を 改編で き な い理由 も こ こ に あ る 。

に も か か わ ら ず、 近年の大学 を 取 り 巻 く 社会環境の変化 は、 現実 に 、 大学 に こ れ ま で に な い変化
を 様々 な側面か ら 加速度 的 に 促 し て い る 。 特に職業人養成 を 見据 え た 専門教育 を 行 う 諸教育機関、
例 え ば教員養成大学や音楽大学等は 、 教育の成果 と し て の卒業後の学生の動向や就業 に 関す る 情報
の 開示、 教育指針 と カ リ キ ュ ラ ム の説明 を 今 ま で以上 に 求め ら れて い る 。 明確な方向性 を示す こ と
は教育機関 と し て の存在意義 に 直接か か わ る 問題であ り 、 言わば、 各大学の グ ラ ウ ン ド ・ デザ イ ン
と そ の具現化 が早急 に 求め ら れて い る の で あ る 。

本論考集の最終的 な 目 的 は 、 シ ベ リ ウ ス ・ ア カ デ ミ ー の教育 シ ス テ ム の研究 を 通 し て 、 大学等高
等教育機 関 に お け る 今 日 的 な 音楽教育の あ り 方 に 関す る 課題 を 探求す る こ と で あ る 。 ぞ れ故、 幾つ
か の軸 を 並行 し て 持つ こ と に な る が、 基本的 に は音楽家 と い う 職業人 を 育て る 教育の あ り 方 に 視点
を 置 く も の で あ る 。 第一稿で は、 シ ベ リ ウ ス ・ ア カ デ ミ ー の歴史 の概要 と 現在 の カ リ キ ュ ラ ム や
ミ ッ シ ョ ン 、 そ し て 今後の動向 に つ い て の紹介 と 省察 を 行 っ た 。 本稿で は 、 一連の研究全体 に か か
る 導入 と し て 、 研究の視点 と 目 的 を 整理 し な が ら 、 シ ベ リ ウ ス ・ ア カ デ ミ ー の実践的音楽教育 と 教
育制度、 そ し て そ の背景 を 考 え た い。
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調査資料 と 方法に つ い て

本論考集 は 、 主 に フ ィ ン ラ ン ド 政府諸機関及びシ ベ リ ウ ス ・ ア カ デ ミ ー に よ る 公表資料、 現地調
査及び関係者への イ ン タ ビ ュ ー に基づ く も の で あ る 。 ま た 、 在東京大使館関係者及び シ ベ リ ウ ス ・
ア カ デ ミ ー への 日 本人留学生の 協力 u を 得 て 、 現在の 日 本の 高等教育機 関 に お け る 音楽教育 と の体
験的 ・ 体感 的 な相違点 を 捉 え る こ と も 試みて い る 。 我 が 国 に お け る フ ィ ン ラ ン ド の音楽教育 に 関す
る 先行研究 は ま だ乏 し い が 、 教育全般に 関 し て は、 統計的資料に加 え 、 PISA 皿 の 好結果 に よ っ て俄
か に 盛ん に な っ た 教育学領域か ら の先行研究 も 参照 し て い る 。

いち

2 . 実践的音楽教育機関のーモ デル と し て の シ ベ リ ウ ス ア カ デ ミ ー

シ ベ リ ウ ス ・ ア カ デ ミ ー は、 北欧の小国 iv な ら で は の 実践力 と 柔軟性、 そ し て聞効性 を も っ て 、
常 に 職業人養成 に お け る 改革 に 常 に取 り 組ん で き た 大学 で あ る 。 し か し な が ら 、 事例研究対象 と し
て の適性 に つ い て 、 何故 シ ベ リ ウ ス ・ ア カ デ ミ ー を そ の モ デル と す る の か と い う 根源的 な 問 い に対
し て は、 も う 少 し 説 明 が 必要で あ ろ う 。 フ ィ ン ラ ン ド は、 我固 と は 人 口 や 経済規模、 歴史 的背景 が
異 な る だ け で な く 、 社会制度 そ の も の が異 な っ た政策 に 立脚す る 国 で あ る 。 唯一 の 国 立音楽大学 と
� E う シ ベ リ ウ ス ・ ア カ デ ミ ー の も つ国策的な 制度的優位性が も た ら す諸要素 と の比較 は あ ま り 意昧
を な さ な い で あ ろ う し 、 ま た そ の点 を 無視 し て 、 制度比較や導入 モ デルの研究 を 試み る も の で も な
い。 む し ろ 、 西洋音楽文化 の 中 心地で は な い が故に も た ら さ れた幾つ か の重 な り あ っ た 要因 を 、 理
想的 な 教育環境の実現 に 向 か つ て 解決 し て い く 実践的方法論や考 え 方 と い う 点で、 我 々 に 示唆 を 与
え て く れ る も の が あ る と 考 え て い る 。 現実の な か で生 じ て い る 問題 に 対 し て 、 明確な ヴ イ ジ ョ ン と
目 的 を 定 め 、 具体的 な 解決策 を 求め て い く と L E う 姿勢で あ る 。 勿論、 個 々 の 特徴 あ る 教育実践の 事
例の な か に は、 日 本の 音楽教育機 関 が す ぐ に援用可能な も の も 見 ら れ る 。 し か し な が ら 、 そ こ に お
い て も モ デル を 切 り 取 っ て導入す る 為の 旧態依然 と し た 方法論では な く 、 同様な効果 を も た ら す為
の工夫に根本的 に 取 り 組んでい く こ と が、 結果的 に 組織 と し て の有機的 な再構築や改革 に つ な が っ
て い く と 考 え て い る 。 そ れ故、 研究全体 と し て は、 各稿 に お い て な る べ く 多 く の 論点 を 取 り 扱 う こ
と を 試み た い。

国立大学 と し て の役割

国立大学 と し て の シ ベ リ ウ ス ・ ア カ デ ミ ー の使命は 、 国家全体 と し て の音楽文化 の創造 と 維持 と
い う 言葉 に 集約す る こ と が で き る 。 こ の こ と は、 優れた音楽文化 の担い手 を 排出 し て い く だ け で な
く 、 圏 内 の あ ら ゆ る レ ベル と 領域 に 関 す る 音楽の指導者 ・ 教師の養成、 及び質 の保証 も 意味 し て い
る 。 事実、 現学長の デ ュ ー プ シ ュ パ ッ カ 氏 は、

「 シ ベ リ ウ ス ア カ デ ミ ー で は、 学生た ち がプ ロ フ ェ ッ シ ョ ナルの音楽家 と し て 活動 し て い く た め
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に は何 が必要 な の か を 、 常 に外部 と の連携 を 取 り な が ら 教育 に 反映 さ せ て い ま す。 し か し な が

ら 、 フ ィ ン ラ ン ド政府 に と っ て本当 に重要な こ と は 、 演奏家 を 目 指す学生 を 育成す る こ と では な

く 、 基礎教育学校の音楽教員の教育 な の です 。 J "

と 述べ て い る 。 基礎 教育段階 を 重視 し 、 限れ た 義務教育課程の音楽教員 を 国 の 隅 々 に ま で絶 え ず送

り 出 し て い く こ と が 、 高度 な 音楽文化 を 創 り だす土壌 を 生 み 、 結果 と し て 優 れ た 音楽家 を 輩出 す る

こ と を 確信 し た政策で あ る 。 さ ら に 、

「 シ ベ リ ウ ス ア カ デ ミ ー の卒業生の 多 く は 、 全 国 に89 あ る 音楽学校 （後述 を 参考の こ と ） で教 え

て い ま す。 こ れ ら の学校 は地方 自 治体や個人に よ っ て運営 さ れ て い ま す が、 どの音楽学校 に も 公

的 な補助金 が投入 さ れ て い ま す。 こ の よ う な音楽学校 は フ ィ ン ラ ン ド の 子 ど も た ち の基礎教育学

校外での音楽教育 に 大 き な役割 を 果 た し て い ま す。 そ の た め 、 シ ベ リ ウ ス ア カ デ ミ ー で は演奏 を

学ぶ学生に も 教授法 を併せ て学ばせて い ま す。 演奏能力 と 教授能力 を と も に持 つ こ と は 、 音楽家

に と っ て極 め て 大切 な の です。 実際、 大学院生は こ れ ら の音楽学校 で教 え る こ と がで き る こ と に

な っ て い ま す。J
, ;  

と 、 指導領域全般 に 対す る 重要性 を 指摘 し て い る 。 フ ィ ン ラ ン ド に お い て も 、 近年、 音楽家の環境

は厳 し く な っ て き て い る が 、 指導領域 に お け る 教育の充実が卒業生の職業的安定 を 図 り 、 結果 と し

て 国全体へ の 文 化 的寄与が想定 さ れて い る 点 に 、 国立の 教育機関 と し て の 大 き な 使 命が あ る 。

義
務
教
τ同虚＂

図 1 フ ィ ン ラ ン ドの教育制度
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教育制度 の 中 での シ ベ リ ウ ス ・ ア カ デ ミ ー の位置づ け

フ ィ ン ラ ン ド の 音楽 教育施設 に は、 全 国 に 音楽 の 基礎教育 を 専 門 的 行 う （学校外 ） 音 楽 学校
(Music school) が89校、 高等教育機 関 と し て の職業訓練大学 （AMK=Polytechnic） が 1 0校、 高
等職業専門学校 （音楽院 Conservatoire） が 9 校 あ り 、 そ の他 に 音楽 を 学ぶ こ と が で き る 生涯学習
機 関 が 全国 に お よ そ 240施設 あ る 。 シ ベ リ ウ ス ・ ア カ デ ミ ー は、 そ の最上位教育機 関 に あ た る 唯一
の 国立音楽大学 と し て存在 し て い る 。

図 1
ま ず幼児期 に は就学前教育が与 え ら れ、 芸術教育は必須の体験項 目 と し て 音楽 に 親 し む為 の プ ロ グ
ラ ム が用意 さ れて い る 。 次の 9 年制 を と る 基礎学校 （総合学校） は 日 本の小 ・ 中 学校 に あ た り 、 義
務教育で あ る 。 こ こ で は 、 一般教育 と し て の 音楽教育が行われて い る が 、 中 に は音楽 に 特 に 力 を 注
い で い る 学校 も あ り 、 音楽教育の レ ベル は学校 ご と に 大 き く 異 な っ て い る 。 ま た 、 後述の学外音楽
学校 と のつ な が り は概 し て 強 く 、 教員 は音楽 に興昧 を も っ 子供達 と 学外音楽学校 と の橋渡 し の役 目
を 担っ て い る 。

フ ィ ン ラ ン ド の音楽教育 を 特徴付 け る 制度で も あ る 音楽学校 （Music school) は 、 基礎学校の 制
度外に位置す る も の で あ り な が ら 、 実質的 に は公立 ・ 私立問 わ ず、 国 の補助 を 得 て 運営 さ れて い る
公的機関 と い え る も の で あ る 。 通常、 基礎学校へ通 う 年齢か ら 受 け 入れが 始 ま り 、 よ り 専門性の 高
い 教育の 供与 を 目 的 と し た個人指導や合奏の指導、 理論教育等が実施 さ れて い る 。 施設 を 別途開設
し て い る こ と も あ る が 、 放課後の学校 を 使用 し て 実施 さ れて い る ケ ー ス も 多 く 、 ど ん な 過疎地域 に
住ん で い て も 、 子 ど も た ち が こ の音楽学校へ通い、 専門教育 を 受 け る 機会 を 得 ら れ る よ う に 考慮 さ
れて い る 。

ま た 、 フ ィ ン ラ ン ド で は 、 児童への芸術教育 は特に 国民の創造性 を 高め る も の と し て重視 さ れ、
芸術教育で養わ れ た創造性 は 、 産業 を 含 め た あ ら ゆ る 分野で、の社会革新 に つ な が っ て い く と 考 え ら
れて い る が、 特 に 、 放課後 に 行 わ れ る こ の よ う な学外教育に お い て の音楽教育へ の偏重 は大 き い。
全国の芸術学校101校の う ち 、 現在音楽学校が88校 を 占 め 、 残 り の23校 が 美術、 舞踊、 工芸 そ の他
の 学校 と な っ て い る 。

も う ひ と つ の 学外音楽教育機関 で あ る ジ ュ ニ ア ・ ア カ デ ミ ー は 、 シ ベ リ ウ ス ・ ア カ デ ミ ー が直接
運営す る 音楽学校で あ り 、 こ の学外教育の最 も 特化 ・ 高度化 し た 教育機 関 と い う こ と が で き る 。 選
抜制 で あ り 、 入学 に は高度 な 試験が課 さ れて い る が 、 全国か ら 才能の あ る 子 ど も た ち が集め ら れ、
シ ベ リ ウ ス ・ ア カ デ ミ ー に 準 じ た 教育が受 け ら れ る こ と に な っ て い る 0 >iii 実 際、 フ ィ ン ラ ン ド を 代
表す る 多 く の著名 な 音楽家 た ち が学外音楽学校、 ジ ュ ニ ア ・ ア カ デ ミ ー を 経て 、 シ ベ リ ウ ス ・ ア カ
デ ミ ー を 卒業 し て い る 。
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図 2 フ ィ ン ラ ン ドの音楽家養成の基本環境モ デル

等職業専門学校 l 
｜ 保 育 1 �� じ
｜ 就学前学校 ｜ 同 ｜ 基礎学校 ｜ 凸 L旦 校 ｜ヒコ ｜ 川 ウ ス ・ アカデ ミ ー

ら ｜ 音楽学校
i ジ ュニア ・ アカデミ

図 2 は、 フ ィ ン ラ ン ド に お け る 音楽家養成 の 基 本 的 な環境モ デ ル を 示 し た も の で あ る 。 こ の う

ち 、 灰 色 で示 さ れて い る 教育機関 へ の 指導者 及 び教員 の 送 り 出 し ヘ さ ら に 彼 ら の技術 と 知識 を 常

に 向上 ・ 更 新 さ せ て い く た め の 卒業 後 の教育 （In-Service Training） も 、 ア カ デ ミ ー がm っ て い る 。

つ ま り 、 あ ら ゆ る レ ベル で の 教育 に シ ベ リ ウ ス ・ ア カ デ ミ ー は 関 わ っ て い る と 同 時 に 、 回全体の音

楽教育の 質 の 向 上 に 対す る 責務 も 負 っ て い る の で あ り 、 ア カ デ ミ ー は フ ィ ン ラ ン ド の音楽教育の結

果 で あ り ま た 出 発点 で も あ る 。 そ れ故、 ア カ デ ミ ー 自 身 の 教育 の 質 の 向上 を 目 指 し た絶 え 間 な い改

善 は 、 公 的 な 教育機関 と し て の 当 然 の姿 と も い え る 。

ノ＇m 吾ム"lJnllll 、 こ の よ う な 外 部教育機 関 と の連椀 に お け る 密度の濃 さ や規模の大 き さ は 、 国 策 に 直結 し た

教育機関 と し て の優位性で も あ り 、 近年我が国の国 公立教育機関 や 私立大学の お か れ て い る 境遇 と

は 、 一 見逆 の 方 向性 を も っ て い る か の よ う に も 思 わ れ る か も し れ な L ミ0 ＇ し か し な が ら 、 そ の ミ ッ

シ ョ ン （使命） に つ い て は ど う で あ ろ う か。 文化創生基盤 と し て の 大学の 機能 を 、 地域 文化 ・ 教育

への寄与 と し て 捉 え た 時、 そ の枠組み を 縮小 し て 考 え る こ と は可能で あ ろ う 。 ま た 、 フ ィ ン ラ ン ド

と い う 比較的小 さ な 国 での モ デル は 、 行政 と 教育機関 と い う 視点でみれば、 特 に 我 が 国 の 公立 の 芸

術大学 と 地域文化 を 考 え て い く 上で有益で あ る 可能性が高い。

基本 と な る 教育方針 と 具現化

シ ベ リ ウ ス ・ ア カ デ ミ ー は教育の基本方針 と し て 、 次の 3 つ を 掲 げ て い る 。 ① 自 ら 学ぶ教育＼ ②

実践重視の 教育 、 ①将来 を 見据 え た 教育 、 で あ る 。 こ れ ら の 方 針 が 具現 化 さ れ て い る 代表 的 な 例

は 、 ま ず 、 年 間 に 行 わ れ る コ ン サ ー ト の 回 数 で あ ろ う 。 毎年平均 し て 500 回 以上の コ ン サ ー 卜 が シ

ベ リ ウ ス ・ ア カ デ ミ ー を 通 じ て 開 催 さ れて お り 、 2000年以降年間聴衆数 は50,000人 か ら 90,000人に

上 る 0 x i 学 生 に は 、 卒業要件 と し て 数回 の 公 な リ サ イ タ ル の 開催 が 義務付け ら れ て い る が 川 、 そ の

他 に 積極 的 な 職業実践の場 と し て 大学側 か ら 演奏の機会が数 多 く 提供 さ れて い る 。 そ し て 、 こ の う

ち 約半 数 が 外部 か ら の依頼公演で あ る 。 こ の こ と は 、 大学が 文 化 発信基盤組織 と し て 社会か ら 認識

さ れ、 ま た そ の 役割 を 大 き く 果 た し て い る こ と を 表 し て い る 。 訓 ラ ジ オ ・ シ ン フ ォ ニ ー ・ オ ー ケ ス

ト ラ 、 ヘル シ ン キ 交響楽団 と の 共同 プ ロ ジ ェ ク ト で あ る へ ル シ ン キ ・ ミ ュ ー ジ ッ ク ・ セ ン タ 一 計画

に 代表 さ れ る 産学共同の地域連携活動は、 こ の よ う な 実践教育 を ま す ま す推進す る も の で あ ろ う 。

ま た 、 音楽領域 に お い て は と か く 見逃 さ れ が ち で あ る 他領域 と の産学連携事例 と し て 、 ア ッ プル ・
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コ ン ビ ュ ー タ 社の支援 を 得 た テ ク ノ ロ ジ ー 音楽研究 プ ロ ジ ェ ク ト を あ げて お く こ と が で き る 。 即

他方、 学内教育 に お け る 実践的 な 教育 と し て は、 指揮科の学生 に 毎回実際に オ ー ケ ス ト ラ を 指揮
す る 機会が 与 え ら れ、 演奏科の学生、 教員 と も に そ の音楽創 り に つ い て の討論が重ね ら れ る 授業 が
お こ な われて い る こ と が 知 ら れて い る 。 m こ こ で は、 作曲科の 学生 に よ る 作 品 の 初 演 が 、 こ の よ う
な 指揮科の 教育の 中 で、 極 当 た り 前 に取 り 入れ ら れて い る こ と を 指摘 し て お き た い 。 フ ィ ン ラ ン ド
で は文化 を 創生す る と い う 政策の も と 、 現代音楽 に 力 が注 が れて い る が 、 授業 の 枠組み を 利 用 し
て 、 演奏領域 と 作曲領域の学生 が と も に 歩み よ り な が ら 実験的 な 創作の場 を 日 常の 教育の 中 で作 り
上 げて い る 。 こ の方法は 、 非常 に 効率が 良 い ばか り で な く 、 自 ら が 新 し い音楽文化創生の担い手で
あ り と い う 自 覚 を 演奏領域の学生に も た ら し て い る 。 ま た 、 ア カ デ ミ ー 自 身 に よ る 自 主制作版 と し
て 、 カ リ キ ュ ラ ム 内外の学生 の 演奏 を 収 め たCD も 数 多 く リ リ ー ス さ れて い る が 、 こ れ も 実践的教
育 と 学生の社会進出 を つ な ぐ大学教育の一環で あ る 。

3 . 教育政策 と の関係

教育改革 と 音楽教育

現在の フ ィ ン ラ ン ド の教育政策 に お け る 基本方針は、 国策 と し て の人的資源の重視に よ る も の で
あ り 、 教育 は 国 家 発展 に 欠 かせ な い要素 と し て 捉 え ら れて い る 。 1994年 に 、 当 時 ま だ29歳 と い う
若 さ で あ っ た へ イ ノ ネ ン 教育相 に よ っ て 断行 さ れた 教育改革 は、 義務教育 に あ た る 基礎教育機 関 の
た め の指導要領の抜本的 な 改訂や学校 と 教育制度 そ の も の の 改革 を 含み、 こ の 時 に 大幅 な 現場へ の
権限移譲 が 行 わ れ た 。 PISA調査 に お け る 2 回連続 2 位 （ 6 年間） い う 結果 は、 こ の 教育課程制度
の 改革の成果で あ る と さ れて い る 。

一方、 前出 の デ ュ ー プ シ ュ パ ッ カ 氏 は 、 教育改革 に よ っ て シ ベ リ ウ ス ・ ア カ デ ミ ー での 音楽教育
は直接的 な 影響 は受 け て お ら ず、 む し ろ ア カ デ ミ ー に と っ て 大 き な 変革 と な っ た の は、 1999年 に
29 カ 国 で始 め ら れた ボ ロ ー ニ ャ プ ロ セ ス 副 で あ る と 指摘 し て い る 。 こ の こ と は、 専門 教育 に 特化
し た 音楽教育 シ ス テ ム が学校外教育 と い う も う ひ と つ の流れ に よ っ て 支 え ら れて お り 、 逆 に 、 そ こ
に 大 き な 変革が加 え ら れ る こ と は な か っ た こ と が、 起因 し て い る よ う で あ る 。

し か し な が ら 、 音楽教育領域 に お い て も 、 教育課程制度の改革以降、 よ り 自 由 な科 目 編成 の権限
が学校側 に 与 え ら れ る よ う に な っ た こ と 、 そ し て 具体的 な 教育内容 と 方法 を 決定す る 権限が現場 の
教員へ与 え ら れ る よ う に な っ た こ と の意味は大 き い。 国の教育方針 と 教育省 に よ る 指導基準は設定
さ れて い る が 、 こ れ ら は指導内容 に 対す る ガ イ ド ラ イ ン に す ぎず、 実際の教育 カ リ キ ュ ラ ム は地方
自 治体が編成 し 、 年間の履修計画 は各学校 に よ っ て立て ら れ、 授業内容及 び そ の 方法 は現場の 教師
に 委ね ら れて い る 0 ... そ れ故、 現在の フ ィ ン ラ ン ド に お け る 指導基準の設置は 、 日 本の 指導要領や
イ ギ リ ス の ナ シ ョ ナ ル ・ カ リ キ ュ ラ ム の よ う な方向性 と は全 く 異 な る も の で あ る 。 無論、 日 本や イ
ギ リ ス に お い て も 、 指導要領 に 規定 さ れ る 教育内容 が実際の授業 で ど の よ う に 遂 行 さ れて い る の
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か 、 と い う こ と は別 問題 で あ り 、 こ の 問題は、 逆 に 、 大 き な ス ケ ー ル で制 度 を 具現化 し て い く こ と

の 難 し さ を 如実 に 映 し 出 し て い る と も い え る 。 叩；；

ま た 、 フ ィ ン ラ ン ド で は基礎学校の教員 な る た め に 修士号の取得が義務づ け ら れて い る こ と が よ

く 知 ら れ て お り 、 教育学領域 で は 教員 の質の 高 さ と 関連付 け て 語 ら れ る こ と も 多 い。 し か し 、 こ れ

は従来 5 年制で学部 と 修士課程の一貫教育が 行われて い た 制度的理由 に よ る も の で あ っ て 、 こ と 音

楽教育 の 分野 に お い て は、 教育内容の高度 さ や教員 の習熟度 に 簡単 に 結 びつ け て 考 え る こ と は で き

な い だ ろ う 。 事実、 シ ベ リ ウ ス ・ ア カ デ ミ ー が ヨ ー ロ ッ パ諸国の単位制 度 に な ら っ た 学士 ・ 修士の

学位の シ ス テ ム を 取 り 入 れ た の は 、 ボ ロ ー ニ ャ ・ プ ロ セ ス の導 入 に よ っ て で あ る 。

む し ろ 、 こ の 制度改革が音楽教育領域 に も た ら し た も の は 、 他領域 と 同様、 音楽教育 に 対す る 国

民の意識 と 理解 か ら 来 る 教員 の 社会的地位の高 さ と 音楽教育全体 の 質 の 向 上 で あ り 、 そ れ に 伴 う 学

生 た ち の 音楽家 と し て の指導領域 に 対す る 意識の高 さ で あ る 。 教育制度 の 大 き な 改正項 目 に は 、 ①

国 家 カ リ キ ュ ラ ム 大綱 と 教員 への権限移譲、 ①基礎教育の重視 ： 教育臓の高度化 ・ 専門 化 、 ①高等

専門教育に お け る 指導教育領域の重視、 が あ げ ら れて い る 。 現場教員 に 大 き な 裁量権 を 持 た せ る と

い う こ と は、 同 時 に 、 高度 な知識や プ ロ グ ラ ミ ン グ能 力 を 教 員 に 求め る も の に 他 な ら な い。 ア カ デ

ミ ー の 音楽教育専攻 の選考試験 で は 、 と り わ け 教育者 と し て の適性が厳 し く 問 わ れ 、 音楽的水準が

i E か に 高 く と も 、 そ れ に 合格 し な け れ ば専攻す る こ と は で き な い と 言 わ れ る 所以 で あ る 。 人 数 も

30人 に 制 限 さ れ て い る 。 ま た 、 改正項 目 ① に 対応す る 大学院課程 に な っ て よ う や く 与 え ら れ る 音

楽学校での指導機 会 は 、 指導領域 に お い て 高度 な 専門的知識 と 指導技術の習熟が必要で あ る こ と を

学生 に 暗 に 示 し て い る 。 創 造 と 革新 を 促す社会の礎 と し て の基礎教育 を 行 え る よ う 、 水準の 高 い 教

員 の育成 に 力 が注 が れ る の と 並行 し て 実践的職業教育の場の充実が図 ら れ た こ と が 、 様 々 な 意味で

学生の職業意識や 目 的意識 に 影響 を 与 え て い る 。

基礎教育機関

創造 と 革新 を促す教育

基礎教育の 質 の 高 さ

教師の社会的地伎の 高 さ

〈二二〉

〈二二〉

高等教育機関

高度な実践的技術習得

職業実践教育

優 れ た 音楽家の排出

教育政策→音楽教育に対す る 社会の理解
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現在、 フ ィ ン ラ ン ド で は 人 口 の 18 % が な ん ら か の形で音楽教育 を 受 け て い る と 言 わ れて い る 。
そ し て 、 そ の場の ひ と つ と な っ て い る の は、 先 に あ げたIn-Service Training と し て歴史の あ る 各種
の生涯学習施設で あ る 。 こ こ で は趣味や教養 と し て音楽 を 学ぶ コ ー ス も 数多 く 聞 か れて お り 、 中 高
年の姿 も 数 多 く み ら れ る 。 今後 は、 こ の よ う な需要に対 し て の体系 的 な 教育の充実 も 図 ら れ る こ と
に な る と 思わ れ る 。

教育の基本概念 と そ の社会的背景

フ ィ ン ラ ン ド の 教育の 特徴 と い え ば、 「平等 な 教育」 が あ げ ら れ る こ と が 多 い。 一般 に は、 低学
力層 の底上 げや、 特別支援が必要な子 ど も に対す る 専門教育教員 に よ る 特別 な 教育等 が 、 し ば し ば
そ の例 と し て 取 り 上 げ ら れて い る 。 し か し 、 こ れ は教育の機会の平等 さ を示す一側面 で あ る 。 フ ィ
ン ラ ン ド に お け る 教育機会の 平等 は 、 習熟度別 の機会提供 を 保証す る も の で あ り 、 単 に ボ ト ム ・
ア ッ プ を 意味す る も の で は な い。 習得の早い子 ど も に 対 し て は、 よ り 進 ん だ 教育 を 受 け る 機会 を 提
供 し 、 高度 な 音楽や英語の教育 を 特徴 と す る 基礎学校 （特 に 中学校） で は 、 入試の 際 に 選抜試験 を
行 っ て い る 。 ま た 必 ず し も 規定 の年数で卒業 し な く と も 、 自 分が 必 要 で あ れ ば も う 1 年在籍 し て
7 年生 を す る こ と が で き る の も 、 こ の習熟度 に合わせた機会の平等 と い う 考 え 方か ら く る も の で あ
る 。 こ こ で留年 と い う 概念が適用 さ れな い の も 、 一人ひ と り が 自 立 し 、 社会で生 き て い け る 人間 に
な る こ と を 目 標 と す る 、 よ り 実直な 教育観に よ る も の で あ る 。

90年代 の 北欧は 日 本 よ り も 先 に 深刻 な 経済不況 に 悩 ま さ れて い た 時期 を 経験 し て い る 。 フ ィ ン
ラ ン ド も そ の例外で は な い。 人 口 が少 な く 、 資源 に恵 ま れて い る わ け で も な い 国 が 、 人間 に 付加価
値 を 付 け る こ と に よ っ て 人的資源の有効利用 を 図 っ た の は、 振 り 返れば当然の こ と で も あ っ た。 し
か し な が ら 、 そ こ か ら 生 ま れ た 教育の重視 と 実践力 は、 振 り 返れば本来 こ の 国 が も っ合理性や柔軟
性 を よ り 強化 し た よ う に み え る 。 教育改革時 に 、 雇用 の確保の た め に 優秀 な 人材 を 国 が積極的 に 公
務員 と し て 抱 え た こ と も 、 人材の流動性 を 促 し た と い う 点で功 を な し た と 言 え る だ ろ う 。 例 え ば、
現 ・ 在東京大使館の 報道 ・ 文化参事官で あ る セ ッ ポ ・ キ マ ネ ン 氏 は チ ェ リ ス ト で あ る 。 ま た 、 本研
究 に 多大 な 協力 を 申 し 出 て く れ た フ ィ ン ラ ン ド ・ セ ン タ ー の文化担当 官で あ る ア ー ル ネ ・ ト イ ヴ オ
ネ ン 氏 は 、 芸術学 を 修め 、 フ ィ ニ ッ シ ュ ・ ミ ュ ー ジ ッ ク ・ イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン セ ン タ ー を 経て 現職
に 至 っ て い る 。 そ の 時 々 に応 じ て 、 必要 な ポ ス ト に 必要 な 人材 を 送 り 込め る 行政の柔軟性 は 、 即、
実践力 と つ な が る も の で あ る 。 「人 口 が 少 な い の で、 一人何役 も 人生 で こ な さ な け れ ば な ら な い の
です よ 」 と い う 彼 ら の言葉 と は裏腹 に 、 い か な る 専門領域で あ っ て も 「 自 立 と 社会貢献が で き る 」
優秀 な人材を 育て る 教育 と 、 そ れ を 十分に活用で き る 社会の 強 さ を 感 じ ざ る を 得 な い。

ヴ，凋品玄
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4 . 結びに か え て

シ ベ リ ウ ス ・ ア カ デ ミ ー に お け る 教育は、 実社会で必要 と さ れ る 音楽家の像 を 教育の 中 に 映 し 出
し て い る だ け で な く 、 い か な る 分野 に お い て も 「社会で 自 立 し て生 き て い け る 人聞 を 育て る 」 と い
う 、 フ ィ ン ラ ン ド の 基本 的 な 教育方針 に ま さ に合致す る も の で あ る 。 曲 言 い 換 え れば、 ア カ デ ミ ー
は公的教育機関 と し て の 人材育成 の役割 を 、 音楽教育 と い う 枠組みの な か で実践 し て い る に す ぎな
い。 し か し な が ら 、 実際に そ の実践的 な 教育 を 行 っ て い く 為 に は、 い く つ も の プ ロ セ ス が 必要で あ
る 。 ま た そ の よ う な プ ロ セ ス を 経て構築 さ れた シ ス テ ム を 支 え て い く の は、 教育の現場 と 行政、 社
会の 一貫 し た 認識で あ り 、 一人ひ と り の人間であ る 。 次稿では、 シ ベ リ ウ ス ・ ア カ デ ミ ー の 教育 シ
ス テ ム の よ り 具体的 な 検証 と と も に 、 そ の よ う な 社会的側面 に つ い て の考察 を 試み た い。

i 総合大学に あ る 他の学問領域か ら みれば、 音楽教育の経済的非合理性は際立 っ て い る 。 集団での教育に大 き く 制限が あ る だ
け で な く 、 例 え ば、 声楽 と い う ひ と つ の専攻 に対 し て 、 い く つ も のパ ー ト の専門家 を 必要 と す る 。 ま た 、 通常で あ れば廃止 さ
れて し ま う よ う な非常に学生数が少 な い 専攻で あ っ て も 、 オ ー ケ ス ト ラ を形成す る た め に は必要で あ り 、 ま た そ の た め の専門
教員 を 必要 と す る 。

ii シ ベ リ ウ ス ・ ア カ デ ミ ー 友の会 （仮称） 。
iii PISA The Program for International Student Assessment （学習到達度調査） 。 経済開 発機構 （OECD） に よ る 生徒の学

習到達度調査の略称で あ り 、 義務教育修了 時点で将来生活 し て い く 上で必要 な 学力 を ど の程度身 に つ け て い る か を 見 る テ ス
ト 。 2000年か ら 開始， 世界41 カ 国の約27万 6 千人の15歳 を 対象に 3 年 ご と に実施 さ れて い る 。 初年度のPISA2000の結果は、
1 位 日 本、 2 位綿図、 3 位 フ ィ ン ラ ン ド 、 PISA2003で は 1 位 フ ィ ン ラ ン ド 、 2 位韓国、 3 位香港。 日 本 は 5 位で あ る 。 PISA
2006では、 1 位 フ ィ ン ラ ン ド 、 2 位は緯国 と 香港、 日 本 は10位 と な っ て い る 。

iv フ ィ ン ラ ン ド は国土304,000km2 を も っ 国で あ り 、 日 本の378,000km＇ と 面積的 に は そ れほ ど 変わ ら な い が、 人口 は530万人で
あ り 、 日 本のわずか24分の l で あ る こ と か ら 、 こ こ で は小国 と い う 言葉 を使用 し て い る 。 広大な森林 と 湖 に 固 ま れ、 人口密度
が都市部 を 除 き 極端に 少 な く 15.5人／km2であ る 。 日 本の人口密度 は336.8人／km2で あ る 。

v 「 あ ん さ んぶる 3 月 号」 （ カ ワ イ 出版2008年） の為の イ ン タ ピ ュ ー ・ テ ー プよ り 抜粋。
吋 向上。
vii フ ィ ン ラ ン ド 政府観光局公式website よ り 転写。 フ ィ ン ラ ン ド の教育制度全体 に つ い て は、 下 記 を 参照の こ と 。

www.moimoifinland.com/traveltrade/education.php (2009/10/17) 
viii ジ ュ ニ ア ・ ア カ デ ミ ー の教育の詳細 に つ いて は、 第 1 稿 （愛知県立芸術大学紀要36号、 シ ベ リ ウ ス ・ ア カ デ ミ ー の教育 シ ス

テ ム ＜ シ ベ リ ウ ス ・ ア カ デ ミ ー の カ リ キ ュ ラ ム と 学生支援体制jに つ い て ・ 職業音楽家 を育て る た め の プ ロ グ ラ ム の提案＞ ）
を参照 さ れた い。

ix ジ ュ ニ ア ・ ア カ デ ミ ー で は、 シ ベ リ ウ ス ・ ア カ デ ミ ーの教授陣に よ る 指導 也 行われて い る 。
x フ ィ ン ラ ン ド 政府観光局公式websiteに よ れば、 大学予算の 4 分の 3 は 国 に よ っ て 賄 わ れ、 国家予算の約 3 % 、 教育 ・ 研

究 ・ 美術分野での総支出の約19% を 占 め て い る 。 教育省 と 大学に よ る 管理 シ ス テ ム では、 大学の運営は、 基本財源 （90 % ） パ
フ ォ ー マ ン ス ・ ベ ー ス の財源 （ 5 % ） 、 プ ロ ジ ェ ク ト 財源 （ 5 % ） の 3 つ か ら 成 り 立 っ て い る 。
大学の授業料は無料で あ り 、 民聞か ら の資金は全予算のわずか 3 % にす ぎ な い。 ま た 、 大学はすべて 国立で教育省の管轄下 に
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あ る が、 教育 ・ 研究のみ な ら ず、 学内の問題につ い て は広範な 自 治が認め ら れて い る 。
www.moimoifinland.com/traveltrade/education php (2009/10/17) 

x i  Sibelius Academy “Annual Review 2008” （2009/1 1/ 1 ) 
www.sibafi/attach/vuosikatsaus_2008_eng.pdf 

xii 日 本か ら の留学生に と っ て は そ れだ け で も 大 き な負担かつ貴重 な経験 と な っ て い る と い う 意見 も あ る 。
xiii 英米で先進事例の あ る 、 い わ ゆ る 「 ア ウ ト リ ー チ活動」 と の概念的差異 に つ い て は、 別稿で検討 し た い。
m こ の よ う な産学連携の実現 に 関 し て は、 産業 ク ラ ス タ ー の 在 り 方の違い も 大 き く 関係 し て い る と 恩わ れ る 。
xv 指揮科の学生 に 与 え ら れ る 年間課題曲 は50曲 に 上 り 、 卒業試験は プ ロ の オ ー ケ ス ト ラ を 指揮す る こ と に よ っ て 行 わ れ て い

る 。 詳細 は別 の 回 に て 参照予定。
却i ポ ロ ー ニ ャ ・ プ ロ セ ス は、 1999年 に29 カ 国 で始め ら れた 、 欧州高等教育園の形成 を 目 指 し て 開始 さ れ た制度。

学生や研究者の交流、 単位互換制度 な ど が含 ま れ る 。 詳 し く は、 前出第 1 稿 を 参照の こ と 。
訓i 初等課程の学級担任 は 教育学部卒の教員 が 受 け 持 ち 、 各科 目 は各専門科 目 と 教育学、 教職課程 を 修 了 し た 担 当 教員 が 受 け

持 っ て い る 。
xviii 日 本の指導要領 も 法的に は拘束力 を 持つ も の で は な い と さ れて い る が、 実質的に は国公立の学校 に対す る 絶大 な 影響力 を も

ち 、 そ の 内容 は拡大の一途 を た ど っ て き て い る 。 現場の教員 は、 実施の た め の技術的向上や知識の更新が求め ら れて い る が 、
そ れ を 支 え る 環境は整っ て い る と は言い難い。

m こ の点 に お い て 、 フ ィ ン ラ ン ド の 職業音楽家養成教育は、 80年代 に早 く も ユ ニ バ ー サ ル 化 を 迎 え た と 言 え る が、 経営難に 直
面 し て い た米国の一部の大学が 受 け 入れ た よ う な 「学位 と 専門教育 を 通 し て夢 を売 る 大学J の構図 と 也 、 深刻な長期不況 と 音
楽家の供給過剰 に悩 ま さ れて い た 英国の大学で始 ま っ た 「 コ ミ ュ ニ テ ィ ・ ミ ュ ー ジ シ ャ ン 養成」 の方向性 と も 異な る 。
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