
前回の議論の整理
ぜんかい ぎ ろん せい り

○は前回構成員から発言のあった内容
ぜんかいこうせいいん はつげん ないよう

●は事務局からの問題提起
じ む きよく もんだいてい き

１ 障害者の芸術活動の意義について
しようがいしや げいじゆつかつどう い ぎ

○ 障害のある人たちの社会参加を目的とした芸術活動を支援するというこ
しようがい ひと しやかいさん か もくてき げいじゆつかつどう し えん

とは非常に喫緊で、重要な課題。
ひ じよう きつきん じゆうよう か だい

○ アートを通して幸福で豊かな生活を営むことは全ての人の権利。
とお こうふく ゆた せいかつ いとな すべ ひと けん り

○ 多様な表現を目の当たりにし、心が揺さぶられる中で、一人一人が多様な
た よう ひようげん ま あ こころ ゆ なか ひと り ひと り た よう

価値観を認め、共有しあえる共生社会の実現、共存感の共有に寄与するこ
か ち かん みと きようゆう きようせいしやかい じつげん きようそんかん きようゆう き よ

とが重要。
じゆうよう

○ 常に国際的な視点を含めた上で、昨今の美術の研究の進展の中で、障害者
つね こくさいてき し てん ふく うえ さつこん び じゆつ けんきゆう しんてん なか しようがいしや

の芸術について考えていきたい。
げいじゆつ かんが

○ 芸術にあっては評価が分かれることが前提だが、これまでの美術史の中
げいじゆつ ひよう か わ ぜんてい び じゆつ し なか

では評価軸を堅固に守ってきた。色々な作品が生まれる中で伝統的な美術の
ひよう か じく けん ご まも いろいろ さくひん う なか でんとうてき び じゆつ

評価軸を変えるきっかけの一つがアール・ブリュットの隆盛にある。
ひよう か じく か ひと りゆうせい

○ 芸術の価値観は時代によって変わる。このような問題を取り上げることで、
げいじゆつ か ち かん じ だい か もんだい と あ

社会全体の中の美術や美術 教育そのものを考えるきっかけになるのでは
しやかいぜんたい なか び じゆつ び じゆつきよういく かんが

ないか。

○ アール・ブリュットを取り込んだ芸術観を作ることで、より芸術の範囲が
と こ げいじゆつかん つく げいじゆつ はん い

広がったり深まったりする。
ひろ ふか

２ 障害者の芸術活動への支援の方向性について
しようがいしや げいじゆつかつどう し えん ほうこうせい

（支援の方向性）
し えん ほうこうせい

○ 「裾野を広げる」という観点と「頂 上を目指していく」という観点で仕組
すそ の ひろ かんてん ちようじよう め ざ かんてん し く

み作りが重要。
づく じゆうよう

○ アール・ブリュットが面白いのは、それが地域にあるものだから。地域に
おもしろ ち いき ち いき

根差した活動をしている地域の美術館や施設に国が支援することが理想的な
ね ざ かつどう ち いき び じゆつかん し せつ くに し えん り そうてき

モデル。その結果として、自ずと風土性などの多様性が現れ、美術館と市民
けつ か おの ふう ど せい た ようせい あらわ び じゆつかん し みん
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との距離も改善していくのではないか。
きよ り かいぜん

○ アール・ブリュットの発信は、一極 集 中で上から下に下ろすのではなく、
はつしん いつきよくしゆうちゆう うえ した お

各地域で発信していくものがふさわしいし、その方が発信力も強い。地域で
かく ち いき はつしん ほう はつしんりよく つよ ち いき

発信していく方が作品の評価につながる。
はつしん ほう さくひん ひよう か

● 前回の全体のご議論を踏まえると、障害者が芸術活動を行う際に、障
ぜんかい ぜんたい ぎ ろん ふ しようがいしや げいじゆつかつどう おこな さい しよう

害者、その家族、支援者等に対して地域で直接支援を行う仕組み（相談支援、
がいしや か ぞく し えんしやとう たい ち いき ちよくせつ し えん おこな し く そうだん し えん

権利保護等）が、一つの大きな柱と考えられるがどうか。
けん り ほ ご とう ひと おお はしら かんが

● 合わせて、障害者の優れた芸術作品の展示・販売・発信等を推進していく
あ しようがいしや すぐ げいじゆつさくひん てん じ はんばい はつしんとう すいしん

ための仕組み（評価・発掘・収 集・保存等の推進、国内外における幅広い
し く ひよう か はつくつ しゆうしゆう ほ ぞんとう すいしん こくないがい はばひろ

展示機会の確保等）が、もう一つの大きな柱と考えられるがどうか。
てん じ き かい かく ほ とう ひと おお はしら かんが

● 上記２つの支援の柱を支える人材が、相互に連携・協 力して支援に取り
じよう き し えん はしら ささ じんざい そう ご れんけい きようりよく し えん と

組む仕組みについて、どのように考えるか。
く し く かんが

（障害者の芸術作品の呼称）
しようがいしや げいじゆつさくひん こ しよう

○ 「アール・ブリュット」のような象 徴的な名称の下でバックアップして
しようちようてき めいしよう した

ほしい。

○ 障害者が創り出す作品を評価し、発信していく上では一定の共通言語が
しようがいしや つく だ さくひん ひよう か はつしん うえ いつてい きようつうげん ご

あったほうがよく、国内外に伝わる「アール・ブリュット」という言葉はいい
こくないがい つた こと ば

と思う。
おも

○ 「アール・ブリュット」という概念の下で価値観等に関する議論がされてお
がいねん した か ち かんとう かん ぎ ろん

り、「アート」という上位概念ではここまで盛り上がらない。最終的に名称
じよう い がいねん も あ さいしゆうてき めいしよう

は何でもよいが、「アール・ブリュット」という名称が既にあるので、その
なん めいしよう すで

名称を使うことで発信していくことが重要。
めいしよう つか はつしん じゆうよう

○ 芸術活動においては、障害の特性が能力として生かされ、評価され、
げいじゆつかつどう しようがい とくせい のうりよく い ひよう か

社会参加のきっかけになる。「アール・ブリュット」という概念は、この推進力
しやかいさん か がいねん すいしんりよく

を持つ位置づけになっていることが非常に重要。
も い ち ひ じよう じゆうよう

○ 「アール・ブリュット」の作品の質や歴史は非常に重要であるが、「アー
さくひん しつ れき し ひ じよう じゆうよう

ル・ブリュット」に対するそれぞれの認識が非常に異なっていると危惧して
たい にんしき ひ じよう こと き ぐ

いる。
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○ 障害のある人が表現したらそれが「アール・ブリュット」になるのかとい
しようがい ひと ひようげん

う疑問がある。障害者というレッテルから自由になるために表現活動をして
ぎ もん しようがいしや じ ゆう ひようげんかつどう

きた人にとって、「アール・ブリュット」という言葉が、レッテルとして機能
ひと こと ば き のう

する側面もある。単純に「アール・ブリュット」という言葉を使ってしまう
そくめん たんじゆん こと ば つか

ことへの危機感もある。
き き かん

○ 「アール・ブリュット」イコール「障害者アート」と捉えられがちだが、
しようがいしや とら

それだけではここまで広がらなかったのではないか。「アール・ブリュット」
ひろ

に対するそれぞれの想像に白黒つけるよりは、個々の解釈を残していける「ア
たい そうぞう しろくろ こ こ かいしやく のこ

ール・ブリュット」が考えられないか。
かんが

○ 市民が主体となって自分たちの文化、芸術活動を生んでいく一つの市民活
し みん しゆたい じ ぶん ぶん か げいじゆつかつどう う ひと し みんかつ

動として「エイブル・アート・ムーブメント」に取り組んでいる。その中で
どう と く なか

障害のある方たちの表現を支えるということをメインにしている。
しようがい ほう ひようげん ささ

○ 「アール・ブリュット」、「エイブル・アート」、「アウトサイダー・アート」

のそれぞれについて、どういうスタンスをとればいいのか。

○ 「アール・ブリュット」には、ジャン・デュビュッフェによる作品のコレク
さくひん

ションの意味と作品から抽 象化される概念、価値観に共感して他の人が選
い み さくひん ちゆうしよう か がいねん か ち かん きようかん た ひと えら

んだものという意味の２つがある。
い み

○ アール・ブリュットの定義の議論をし始めると、闇の中に入っていってしま
てい ぎ ぎ ろん はじ やみ なか はい

うので、この場はシステムやプラットフォーム作りのための議論に集 中した
ば づく ぎ ろん しゆうちゆう

ほうがよいのではないか。

３ 障害者の芸術活動への具体的な支援の在り方について
しようがいしや げいじゆつかつどう ぐ たいてき し えん あ かた

(1) 障害者、その家族、支援者等に対する支援の在り方について
しようがいしや か ぞく し えんしやとう たい し えん あ かた

（相談支援の充実）
そうだん し えん じゆうじつ

○ 作品や展覧会を「つくる」という点での情報提供、作品を出展したい方
さくひん てんらんかい てん じようほうていきよう さくひん しゆつてん ほう

と社会とが「つながる」ための中間支援、作者の権利を「まもる」ことで安心
しやかい ちゆうかん し えん さくしや けん り あんしん

して造形活動に取り組めるようなサポートの３つを柱とする相談事業を
ぞうけいかつどう と く はしら そうだん じ ぎよう

行っている。
おこな

○ 作者やその家族からは展示機会の情報を求める相談が多い。障害福祉サ
さくしや か ぞく てん じ き かい じようほう もと そうだん おお しようがいふく し

ービス事業所からは、作品やグッズ製作する場合の著作権取扱いなど、
じ ぎようしよ さくひん せいさく ば あい ちよさくけんとりあつか

権利保護に関する相談が多い。
けん り ほ ご かん そうだん おお
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○ 相談支援について、県外からの相談の場合、全国の情報を網羅できてい
そうだん し えん けんがい そうだん ば あい ぜんこく じようほう もう ら

ないため、なかなか対応ができない。身近な地域で相談できる仕組みや、こ
たいおう み ぢか ち いき そうだん し く

ちらで受け止めた相談が近い地域につながる仕組みがあればいいと思う。
う と そうだん ちか ち いき し く おも

○ 作品が生まれる現場の課題は共通していると思う。成功、失敗、トライ
さくひん う げん ば か だい きようとお おも せいこう しつぱい

アンドエラーの事例を学べるような機会を作っていくことが非常に重要。
じ れい まな き かい つく ひ じよう じゆうよう

○ 自分で出展依頼等に対するやり取りをする中で、どのように返事をすれ
じ ぶん しゆつてん い らいとう たい と なか へん じ

ばよいのか、依頼を受けてよいのかという点で悩むことがある。自分で対処
い らい う てん なや じ ぶん たいしよ

しづらい場合に、誰かに手伝いをお願いしたいというときにも、相談先や
ば あい だれ て つだ ねが そうだんさき

手伝いを頼める人がなかなか見つからなくて、困っている。具体的なことの
て つだ たの ひと み こま ぐ たいてき

手伝いを含めて、気軽に相談できる機関や人があればいいと思う。
て つだ ふく き がる そうだん き かん ひと おも

○ 作業所は零細で忙しく、相談センターに相談しに行く人を出せない。
さ ぎようしよ れいさい いそが そうだん そうだん い ひと だ

巡回相談のような視点・仕組みも必要ではないか。
じゆんかいそうだん し てん し く ひつよう

（権利保護の仕組み）
けん り ほ ご し く

○ 滋賀県で１年間、障害のある作家の権利保護の在り方について研究会で
し が けん ねんかん しようがい さつ か けん り ほ ご あ かた けんきゆうかい

議論し、著作権等保護ガイドラインを作成して、各事業所に配布するとと
ぎ ろん ちよさくけんとう ほ ご さくせい かく じ ぎようしよ はい ふ

もに、常設の相談機関を設置した。
じようせつ そうだん き かん せつ ち

○ 著作権は非常に高度な知的財産権で、障害の有無にかかわらず権利保護
ちよさくけん ひ じよう こう ど ち てきざいさんけん しようがい う む けん り ほ ご

が大変難しい。障害者の著作権の保護が実現するような仕組みができれ
たいへんむずか しようがいしや ちよさくけん ほ ご じつげん し く

ば、他の権利も含め障害者の権利全体の底上げにつながるのではないか。
た けん り ふく しようがいしや けん り ぜんたい そこ あ

○ 出展や作品の２次利用に関する契約に当たって、判断能力のない作者に
しゆつてん さくひん じ り よう かん けいやく あ はんだんのうりよく さくしや

ついて、成年後見制度を活用することを支援している。権利侵害を守るとい
せいねんこうけんせい ど かつよう し えん けん り しんがい まも

うことだけでなく、本人の可能性を伸ばすことにもなる。
ほんにん か のうせい の

○ 著作権に配慮した作品の利用方法や障害福祉サービス事業所での造形
ちよさくけん はいりよ さくひん り ようほうほう しようがいふく し じ ぎようしよ ぞうけい

活動における著作権保護に関する状 況としては、まだ十分認識されてい
かつどう ちよさくけん ほ ご かん じようきよう じゆうぶんにんしき

ないため、研修会などの継続的な啓発が必要。
けんしゆうかい けいぞくてき けいはつ ひつよう

（人材の育成）
じんざい いくせい

○ 障害のある方の芸術活動を支えるという側の人材の育成と、それを評
しようがい ほう げいじゆつかつどう ささ がわ じんざい いくせい ひよう

価したり発信したりする側の人材の育成の両方が必要。
か はつしん がわ じんざい いくせい りようほう ひつよう

○ 美大を出た人材が福祉現場で活躍している例があるが、その割合は少ない
び だい で じんざい ふく し げん ば かつやく れい わりあい すく
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と思う。芸術分野の人材が福祉分野で活躍することは双方にとって有益で
おも げいじゆつぶん や じんざい ふく し ぶん や かつやく そうほう ゆうえき

あり、双方向を結び付ける仕組みが必要。
そうほうこう むす つ し く ひつよう

● 障害者の芸術活動を地域で直接支援する観点から、どのような人材を
しようがいしや げいじゆつかつどう ち いき ちよくせつ し えん かんてん じんざい

どのように育成していくべきか。
いくせい

(2) 障害者の優れた芸術作品の展示等を推進するための仕組みについて
しようがいしや すぐ げいじゆつさくひん てん じ とう すいしん し く

（評価・発掘・収 集・保存等の推進）
ひよう か はつくつ しゆうしゆう ほ ぞんとう すいしん

○ 全国を対象とした作品調査は、展覧会やフォーラムを開催するときに
ぜんこく たいしよう さくひんちよう さ てんらんかい かいさい

重要な役割を果たしている。ＮＯ－ＭＡのアートディレクター、福祉関係
じゆうよう やくわり は ふく し かんけい

者、美術館の学芸員に調査員という形で依頼し、それぞれの持つネット
しや び じゆつかん がくげいいん ちよう さ いん かたち い らい も

ワークやＮＯ－ＭＡに寄せられる情報などを元に制作現場を訪問調査し
よ じようほう もと せいさくげん ば ほうもんちよう さ

ている。それを毎回報告書としてまとめている。
まいかいほうこくしよ

○ キュレーターだけが評価していくのではなく、福祉現場・医療現場な
ひよう か ふく し げん ば い りようげん ば

ど、様々な人と一緒に調査して評価を練り上げていく枠組みが必要。
さまざま ひと いつしよ ちよう さ ひよう か ね あ わく ぐ ひつよう

○ 県の補助金で作品を保管する倉庫を借用しているが、単年度事業なので
けん ほ じよきん さくひん ほ かん そう こ しやくよう たんねん ど じ ぎよう

永続的に収蔵場所が確保できていない。国内外で評価される作品が出てき
えいぞくてき しゆうぞう ば しよ かく ほ こくないがい ひよう か さくひん で

ているが、安定的に保管できる場所が求められている。
あんていてき ほ かん ば しよ もと

○ 収蔵する作品の選定方法について、アール・ブリュットの広がりととも
しゆうぞう さくひん せんていほうほう ひろ

に、収蔵の申出が増えており、保管場所が限られている中では、一定の
しゆうぞう もうし で ふ ほ かん ば しよ かぎ なか いつてい

客観性の担保が必要。
きやつかんせい たん ぽ ひつよう

○ アール・ブリュットは、今までの美術の評価の物差しとは違う新しい
いま び じゆつ ひよう か もの さ ちが あたら

評価軸を作るべき。
ひよう か じく つく

● 障害者の芸術作品の評価・発掘・収 集・保存等を行うに当たって
しようがいしや げいじゆつさくひん ひよう か はつくつ しゆうしゆう ほ ぞんとう おこな あ

は、誰が、どのように行うことが望ましいか。
だれ おこな のぞ

（展示機会の確保）
てん じ き かい かく ほ

○ 東京都美術館での「 魂 の対話」展覧会では、しっかりと美術館学芸員
とうきよう と び じゆつかん たましい たい わ てんらんかい び じゆつかんがくげいいん

が入り、美術館という空間でコンセプトを持って展示した結果、非常に
はい び じゆつかん くうかん も てん じ けつ か ひ じよう

好評を得た。このように、初期には美術館での取組を行っていたが、近年
こうひよう え しよ き び じゆつかん とりくみ おこな きんねん

はむしろコミュニティをベースにした取組を行っている。近畿２府４県の
とりくみ おこな きん き ふ けん

コミュニティの中に入り込んで、障害のある人だけではなく、子供や高齢者
なか はい こ しようがい ひと こ ども こうれいしや

も含め、例えば商店街をベースにアートプロジェクトを開催している。
ふく たと しようてんがい かいさい
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○ 「アール・ブリュット・ジャポネ展」は、日本のアール・ブリュットの
てん に ほん

魅力を広く国外に伝えるということだけでなく、国内にも広がっていくき
み りよく ひろ こくがい つた こくない ひろ

っかけにもなった。

○ 公募展を増やしていくこと、既存の公募展を活用していくこと等により、
こう ぼ てん ふ き そん こう ぼ てん かつよう とう

発表の場を確保することが求められている。
はつぴよう ば かく ほ もと

● 障害者の芸術作品の展示機会を確保していくためには、どのような方法
しようがいしや げいじゆつさくひん てん じ き かい かく ほ ほうほう

により推進することが望ましいか。
すいしん のぞ

（障害者の芸術作品の販売や商品化への支援）
しようがいしや げいじゆつさくひん はんばい しようひん か し えん

○ 障害者の表現活動が評価されることで、障害のある人や家族の方の
しようがいしや ひようげんかつどう ひよう か しようがい ひと か ぞく ほう

自尊心や人間関係が豊かになることはあるが、障害のある人たちの暮らし
じ そんしん にんげんかんけい ゆた しようがい ひと く

は苦しい。少しでも生活を楽にするための手段としてアートを仕事にすると
くる すこ せいかつ らく しゆだん し ごと

いうこともあり得るのではないか。
え

○ 企業や作品を使いたいという方々と障害のある人との間で、「エイブル
き ぎよう さくひん つか かたがた しようがい ひと かん

・アート・カンパニー」による中間支援を行っている。障害のあるアー
ちゆうかん し えん おこな しようがい

ティストたちとあらかじめ権利関係をはっきりしておいて、作品のデザイン
けん り かんけい さくひん

使用、改変等の合意を得る。デザイン使用料を企業やデザイナーから受け
し よう かいへんとう ごう い え し ようりよう き ぎよう う

る。

● 障害者の自立と社会参加を進める観点から、障害者の芸術作品の販売
しようがいしや じ りつ しやかいさん か すす かんてん しようがいしや げいじゆつさくひん はんばい

やその2次利用による商品化を進めるために、必要な支援はどのようなもの
じ り よう しようひん か すす ひつよう し えん

か。

● 障害者の芸術作品の販売やその2次利用による商品化を進めるに当た
しようがいしや げいじゆつさくひん はんばい じ り よう しようひん か すす あ

り、実績・知見のある先進的な取組のノウハウの共有化を図っていくこと
じつせき ち けん せんしんてき とりくみ きようゆう か はか

について、どのように考えるか。
かんが

（人材の育成）
じんざい いくせい

○ 障害のある方の芸術活動を支えるという側の人材の育成と、それを評
しようがい ほう げいじゆつかつどう ささ がわ じんざい いくせい ひよう

価したり発信したりする側の人材の育成の両方が必要。【再掲】
か はつしん がわ じんざい いくせい りようほう ひつよう さいけい

○ 美大を出た人材が福祉現場で活躍している例があるが、その割合は少ない
び だい で じんざい ふく し げん ば かつやく れい わりあい すく

と思う。芸術分野の人材が福祉分野で活躍することは双方にとって有益で
おも げいじゆつぶん や じんざい ふく し ぶん や かつやく そうほう ゆうえき

あり、双方向を結び付ける仕組みが必要。【再掲】
そうほうこう むす つ し く ひつよう さいけい
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○ アール・ブリュットは、今までの美術の評価の物差しとは違う新しい
いま び じゆつ ひよう か もの さ ちが あたら

評価軸を作るべき。【再掲】
ひよう か じく つく さいけい

● 障害者の芸術作品を評価・発信していく観点から、どのような人材を
しようがいしや げいじゆつさくひん ひよう か はつしん かんてん じんざい

どのように育成していくべきか。
いくせい

(3) 関係者のネットワークの構築等について
かんけいしや こうちくとう

（関係者のネットワークの構築）
かんけいしや こうちく

○ 障害者の造形活動支援について、情報交換ができる障害福祉サービス
しようがいしや ぞうけいかつどう し えん じようほうこうかん しようがいふく し

事業所や病院等のネットワークの構築が必要。
じ ぎようしよ びよういんとう こうちく ひつよう

○ 美大を出た人材が福祉現場で活躍している割合は少ない。芸術分野の人
び だい で じんざい ふく し げん ば かつやく わりあい すく げいじゆつぶん や じん

材が福祉分野で活躍することは双方にとって有益であり、双方向を結び付け
ざい ふく し ぶん や かつやく そうほう ゆうえき そうほうこう むす つ

る仕組みが必要。【再掲】
し く ひつよう さいけい

○ 従来の特別支援教育にあった美術 教育の在り方ではなく、専門家の
じゆうらい とくべつ し えんきよういく び じゆつきよういく あ かた せんもん か

作家の目や技法や素材の視点を与えるだけで子どもたちの作品が素晴らし
さつ か め ぎ ほう そ ざい し てん あた こ さくひん す ば

く変化する。様々な表現分野の専門家と教育現場・福祉現場との連携がで
へん か さまざま ひようげんぶん や せんもん か きよういくげん ば ふく し げん ば れんけい

きれば、より素晴らしい作品が出てくるのではないか。
す ば さくひん で

○ キュレーターだけが評価していくのではなく、福祉現場・医療現場な
ひよう か ふく し げん ば い りようげん ば

ど、様々な人と一緒に調査して評価を練り上げていく枠組みが必要。【再
さまざま ひと いつしよ ちよう さ ひよう か ね あ わく ぐ ひつよう さい

掲】
けい

○ 作品が生まれる現場の課題は共通していると思う。成功、失敗、トライ
さくひん う げん ば か だい きようとお おも せいこう しつぱい

アンドエラーの事例を学べるような機会を作っていくことが非常に重要。
じ れい まな き かい つく ひ じよう じゆうよう

【再掲】
さいけい

● 障害者の芸術活動を普及・発展させていくために、障害者やその家
しようがいしや げいじゆつかつどう ふ きゆう はつてん しようがいしや か

族、特別支援教育の教員、障害者の芸術活動を支援する事業者、障害者
ぞく とくべつ し えんきよういく きよういん しようがいしや げいじゆつかつどう し えん じ ぎようしや しようがいしや

の芸術活動に理解があり、その芸術作品の芸術性を評価することができ
げいじゆつかつどう り かい げいじゆつさくひん げいじゆつせい ひよう か

る学芸員等の美術関係者等のネットワークを構築することについて、どう
がくげいいんとう び じゆつかんけいしやとう こうちく

考えるか。
かんが

（ナショナルセンター）

○ 障害者スポーツ等の活動を参考に、ナショナルセンターという位置づけ
しようがいしや とう かつどう さんこう い ち

で背骨のある形で支援していくことが必要。子どもの可能性を一緒に発掘
せ ぼね かたち し えん ひつよう こ か のうせい いつしよ はつくつ
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するような場としてナショナルセンター的なものが大阪で今展開されてい
ば てき おおさか いまてんかい

ることについては、もう少し数がある必要があるのではないか。
すこ かず ひつよう

○ アール・ブリュットというものをメインにしたナショナルセンターを作る
つく

ことについては非常に疑問。美術というものは本来自由なものであるは
ひ じよう ぎ もん び じゆつ ほんらい じ ゆう

ず。それを統合してしまうということはどういうことか。
とうごう

○ アートは多様性が面白いところだが、ナショナルセンターで絶対的な基
た ようせい おもしろ ぜつたいてき き

準を作るようなことになってしまうと、逆に多様性が見えてこなくなる。
じゆん つく ぎやく た ようせい み

アール・ブリュットが面白いのは、それが地域にあるものだから。地域に
おもしろ ち いき ち いき

根差した活動をしている地域の美術館や施設に国が支援することが理想的
ね ざ かつどう ち いき び じゆつかん し せつ くに し えん り そうてき

なモデル。その結果として、自ずと風土性などの多様性が現れ、美術館と
けつ か おの ふう ど せい た ようせい あらわ び じゆつかん

市民との距離も改善していくのではないか。【一部再掲】
し みん きよ り かいぜん いち ぶ さいけい

○ アール・ブリュットの発信は、一極 集 中で上から下に下ろすのではな
はつしん いつきよくしゆうちゆう うえ した お

く、各地域で発信していくものがふさわしいし、その方が発信力も強い。
かく ち いき はつしん ほう はつしんりよく つよ

地域で発信していく方が作品の評価につながる。【再掲】
ち いき はつしん ほう さくひん ひよう か さいけい

● ナショナルセンターについては、現時点では、その概念について共通の
げん じ てん がいねん きようつう

認識が形成されておらず、障害者の芸術活動への支援の取組を進めていく
にんしき けいせい しようがいしや げいじゆつかつどう し えん とりくみ すす

中で、関係者の間で更に議論を行うこととしてはどうか。
なか かんけいしや かん さら ぎ ろん おこな
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