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もた ち の 学力を い か に 規定す るか を検 討す る た め ，種 々

の 僻地性の 程度を もつ 学校 か ら， 2 学級 　3学級， 6学

級 の 学 級 規 模 の 学校 32校を 抽 出 し，国 語 ・社会 ・算数 ・

理 科 の 標準学力検査を，小 学 6 年生 に 突 施 し た、そ の 結

果，僻地 の 子 ど もの 学力 は ，学級規模よ り も， その 僻地

性 の 程度に よ つ て 規定され る 面が大きい こ と がみ と め ら

れ た ， し か し，社会 科 の み は，学 級 規棋に よ つ て ，学力

を 規定され る面が 多い よ うで あ る。こ の よ うな傾向は ，

一
般的 な もの で あ り，各学校の 特色 に よ つ て ，そ の 傾 向

か らずれ る もの もあり，そ こ に，学 校経 営 お よび 学習 指

導の 工 夫 に よ る解決 り 可 能性が み と あ られ た。

僻 地児童 の 経験領域 に 関す る 研 究

　　一 都市 と の 比 絞一

　　　　　　　　　増 田 末 雄 （名 古 屋 大 ）

目的　い わ ゆ る僻地 と よば れ る地域 に 住む 児童生 徒は ど

の よ うな 生 活経 験 を 積 ん で い る か ，あ る い は 生 活空間 は

ど の よ うな拡 が りに な つ て い る か に つ い て ， 都会に 住 む

児童 と の 比較に よつ て 明らか に しよ うとする。

方 法　無意綴 りを 刺激語 と し て 与 え，連想法 （時間制限

法 1 分闇）に よ り資料を 収 集整理 した 、対 象は 小学校 5

年生 ， 中学校 1 年生 各 150名ずっ 。

結 果 1．反応数の 闇 に，僻地 の 児童 と 都会の 児童 と の 差

異 が見られた、， 1 分間 曳 応 で あ る た め に ，第 工，雛 2 ，

第 3 ……の 反応数を 直接 比較した。　2、範疇 を 12に 分類

し，そ れ ら の 反応率問 の 差異 を 考察 した 。抽象語に お い

て ，僻地 と都会 と の 間に 差 異 が 見 られ た tt こ れ ら は 主 と

して 第 1 反応語を 中心 と して考察が進め られ た 。

僻地 生 徒 に み られ る威 光 暗 示 効果 に つ い て

　　　　　　　　　三 　輪　弘 　道 （名古屋大）

　威光暗示 効果は ，山 闇 僻地 の 生 徒 と都 「ft
’
の 生 徒の 間 で

ど の よ うなち が i．・が あ る だ ろ うか。本研究 は ， 調査対象

を 中学 1 年 に と り，権威者 と して ， 東京都 ・静岡市
。川

根 地 方 （大 井 1「「の 上 流 地 方 を さす）の 3 地 り 中学 3年 を

考 え た，調査は ， 8 つ の 意見か ら な る意見調 査で ，甃成

・？・不賛成 の 三 件法 に よつ て 行な わ れ，3 日後再 び 同

一調 査が 行 な わ れ た 。そ の 際，各意見 に は ，権威者 の 意

見が
一

射比較 の 形 で 示 され た，調 査結果に よ る と，都市

の 生徒 よ り僻地 り 生徒の 方が大きい 変容を示 し ， 殊 に ，

そ れ は 女 子に お い て 著 し か つ た。権威者 間 に つ い て は，

一般 に ，都市 。i’地 と もに ，東京 都 の 中 学 3 年 の 暗示効

果が
一

番人きい と い え るが，静 岡 市 。川根地 方 の 威 光 暗

示効果 に つ い て は ，都 ．b
’。僻地 と もに

一
貫 し た傾向を 見

出せ な か つ た。

映画 に よ る 自己の 客観視の 効果 （そ の 1）

　　　　　　　　　続 　　 有　 恒 （名 占屋 大 ）

　対象 ： 山村 （静岡県 0 小学校 5 年生 2 組）
．

テ レ ビ 視

聴不 能E）地 区，都市 （名古屋市 K 小学校 5年生 2 組）
一一

団地 内 の 近 代建築の 学校。手続 ぎ ： O ，K 両 小 学校 の 1

組 の 児童会 の 模様を中心 とす る 8 ミ リ の 記録映 画 を，当

の 学級を含む各 2 学級 の 児童に み せ ， 感想交お よ び 質問

紙調 査 を 求め た 。

　結果 ： 映画 に 登場 し た 児童の 場 合，山村児が自己 の 姿，

自己 の 周囲 に 関心 を集中さ ぜ，映 画 に 登場す る こ と を i「．「

心 に 反省，希望を 抱 い て い る の に 対 し，都市 児 で は ， 他

地域 （山村）の 児童の 生 活 に 関心 を 集中させ ， しか も自

己 の 欠点に つ い て の 反省 を 持ち えて い る 。

　映画 に 登 場 し な か つ た 児 童 の 場 合，山村児が 主 と し て

自己が 撮影 され る時 を 予 想 して 自己 を戒 め て い る の に 対

し ， 都市 児 で は，他地域の 児 童 の 生活 に 比べ て 自己を 戒

め て い る。

　 こ の よ うな と こ ろ に 心 的僻地性 を 認め うる。

TAT 反応 を規定す る文化価値 に つ い て の

　　　研究 （2）

　　　　　　鈴 木 正 義 （函 館 児 童 相 談所）

　被験者 は 中流階層 児童 112名 （男60各 女52名）， 下

流階層児童 116名 （男62名，女54名） で ある 。 9 枚の T

AT 図版 が採用 され，筆記形式 で 施行 され た 。
28の 項 H

に つ い て 実験 的検証 の 結果 は ， ド前 の 項 目に お い て 両群

の TAT 反 応 者 の 数の うえ に ，5 ％以 下 の 危険率で 有意

な 差が 認 め られ た。結論 と して 下記 の 項 目 1 〜5 に お け

る反 応 者 の 数は 中流 階層 児 童の 方が多 く， 6 〜7 に お い

て は 下 流 1皆層 児章 の 方 が 多い 。（1〕主人 公 が 無力 を 感 じ助

力，同情を 求 め る，、〔2｝主人公 が親 か ら援助 され，激 励 さ

れ，物を 与 え られ る。C3）主人 公 が芸術 ・科学 ・思想な ど

の 創造釣活 動 や 宗教 的 活 動 を職業 とす る。  主人公 が 社

会的名声 ・自己実現 とい う日標 を 達 成す る た め に 上 級学

校 へ 進学す る ，（5庄 人 公 が 自己 批判 ・後悔 をす る 。   主

人公 が 経 済的に 貧 困 で あ る，（7注 人公 が 生活の 安定 の た

め 職 を 求め た り失業を お それた り働い た りす る 。

ロ ール シ ャ ッ ハ ・テ ス トに お け る反 応 内容

　　　を 規 定 す る要 因

一
カ ル チ ュラ ル ・フ ァ ク タ ーに つ い て 一

江 見佳俊 ・○鈴木康平 （名 占屋 大 ）

　海 を 経験 し た こ と の な い 山 間僻地 の 児 童が 3 日間 の 臨

海学校生 活を お くつ た機会 を と ら え ， こ うした
一

時的な

一 71 一
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