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展 　 望

知的行 為 の 多段階形 成理 論
＊

新 井 邦　二 　郎
＊ ＊

　1950年代の 初 め に，raXbrrePHH，　R ．兄 ら に よ っ て 提

出され た知的行為 の 多段階形成理論は ， そ の 後お お くの

発展 を示 して い る q 我が国 で も，こ の理論の か な り詳細

な 紹介がす で に な され て い る の で （柴 田，1962− 1964
，

天 野 ，
1968

， 駒 林 ，
1971等），

こ
’
こ で は 簡単に 概観す る

に と どめ ， 2 ， 3 の 閤題 を 中心 に して考察す る こ とにす

る。

1　 概観
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 こ の 理論は 知的行為 が次の 5 段階 に わ た っ て 形成され

る と考え る （例 え．ば ， rtinhnepm｛， 「1．男．， 1965a，　 Ga1
’・

perin ，　 P．　 Ya．，1969）。

　第1 段階．行為の 定位的基礎 を つ くりだす 段 階 で あ

り，行為 の 目的 に つ い て の 必要 な説明及び行為遂行 の と

きに何 に定位 し，どの よ うに行為すべ きか が示 され る。

　第2 段階．物質的ま た は 物質化 され た 行為 の 段階で あ

b ， 学習者 は 外的 な ， 物質的 な ， 拡 げ られた 形式 で 行為

を遂行す る。行為 の 構成素で あ る操作 の 1 つ 1 つ に 外か

ら コ ン トV 一ル が な され る。

　第 3 段階．外言 におけ る行為 の 段階で あ り， 行為 を 外

的 ・物質的な支 え に依存 し な い で コ トバ を外 に 出す形式

だ けで 行 な う。 こ こ で もま だ各操作ご と に 外 か ら コ ン ト

ロ み ル がな され る e

　第 4 段階．自分に む けられ た （自分 の た め の ）外言 の

段階で あ り，
つ ぶ やきの 形式 で行為を行：な う。こ こ で

は ， 各操作 の 結果，そ して 更 に行為の 一般的結果だ け が

コ ン トロ ール され る 。

　第 5 段階，知的行為 の 段階で あ り， 行為は 最終的に 形

成 され ， 内言形式 で 行 な わ れ る。こ の よ うな1段 隅 を 経

て ， 行為 は 内面化され る と と もに一般化捧 れ ， 短 縮 さ

れ，自動化 され る （行 為の 4 つ の パ ラ メ ータ ー）。

　ζの よ うな段階的形成の 方法に よ っ て ，今日 ま で実に
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　　tion）

多くの 知覚 ・技能 ・
概念 し た が っ て 行為が形成さ れ て い

　る。例 え ば，加算行為の 形成 （丑aBblAOB ，
　B．　B．，ユ957）・

初歩的幾何概念 の 形成 （ranbneptlH，　n ．　fi．，Ta．uBI3Hi ｛a，

　H・Φ・・1957）， 幾何 の 証 明攤 皀の 形成 （ByTKHH ，　r．
A ．

，
1968），初歩的な数学概念 の 形成 （Fa” bnepgH ，　rl．

兄・・FeoprHeB ，　JI・C・，1960，1961 ），代数 の 數授 （皿a−

BblAoB ，　 B ．　B ，，1966　h
，

ユ969），音韻知覚の 形成 （Dn−

bKOHHH ，几 B・・＞KypoBa，　JL　 E，， 1963），文法 及 び 言

語的態度の 形成 （AimapoBa，・　JI．　H ．，1964），保存 の 形

成 （06yxoBa ，　JI．Φ．，1966）， 包摂関係 の 形成 （Tefi』e ・

HbKa 兄，　 X 从 ，1966 ，ユ968）等があ り， 我が属で は か な

文字の 習得 （天 野，1970，Amano ，　K ，1972） 等 が あ

る。い ず れ も驚 くべ き学習効率をあ げ て い る。

　　こ れ らの 研究 に よ っ て 得 られ た諸事実は ， 発達観 の 上

では，心理 的諸機能の 発生時期 を年齢 に 固定 し て 観 る 見

解を実証的 に くつ が え し た に と ど ま らず ， そ の 発生的順

序 に まで 新た な 見解 を提出す る必要性 の あ る こ とを示 し

て い る （具体 的 に 言 え ば ，
Piaget，　J．の い う具 体 的操作 ・

時期 の 消 滅 ：1”anhrrePHH ，　 H ，只．，ユ966）。こ れ と関連 し

て 一般的能力観の 上 で は，生徒の学業成績の 水 準 を高

め，高い 水準 で 均等化 し，更 に 個人 差 の 問題 を学業成績
の 外 に お くこ とを展望 し て い る （ra” bfiePHH

，
　 n．兄 ，

1965a ）。　こ の 知的行為 の 多段階形成理論は ， 学習過程

の 制御 とい う点か ら観れ ば ， ス キ ナー流 （刺激一
反応 強

化 図 式 ） プ ロ グ ラ ム 学習の 反応 だ けの 制御か ら ， 習得 の

過程 そ の もの を制御す るプ ロ グラ ム 学習 へ と 進 ん で い

る （neoI−ITbeB ，　A．　H ．，　ra 涯bnepHH ，「1、　H．，1964，　 ra一

顕bnePHH ，　 H ．月．，1965　 a，1965　b，　 Taabl3HHa ，　H ，Φ．，
1969）。更 に こ の 理論が 思考研究 に お い て もつ 意味 は ，

横断的方法 に対す る段階的形成の 方法 の 優位性 （ranb−

nepmH ，　 rI，　 fi．，　 1966） 及 び こ の 方法 がイ メージ （妛象，

概念） と 「純粋思考」の 発生 の メ カ ニ ズ ム の 解明の た め

・
？客観的方法 で もあ る こ とで あ る　（JleOHTbeB，、A ．　H ．．
1957，　raπbHepHH ，　rL　只．，　1957）。

　現在の 所 ， ranlifiePliH，　H ．兄 らは 次の 2点 に 研究の

重点を置 い て い る とみ られ る 。 1 つ は 学習 の 定位的基礎

の 組織化 に 関す る研究 で あ り，も う 1 つ は 教科 の構成の
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’

再編成で あ る 。 まず定位的基礎 の 研究 は，次の 3 つ の タ

イ プ の 定位的基礎 に も とつ く学習を実験的に 分 離 し て い

る （ranbnepH｝1，　H 。男．，「laHTHHa，　H ．　C1，195711
、
anbne ・

pHH，　 n．賃，， 丑y6poBMHa ，　A ．　H ．，1957，　 ranhnepvaH，

1
’
1．fils　 TaJb【3HHa ，　 H ．Φ．，1968）。

　 第 1 の タイ プ．行為の 遂行 の 際 に 学習者が実際 に 定位

して い る条件 （行 為の 定 位 的 基 礎） が，行為 の 正 し い 遂

行 を保証する条件 （行為 の 客 観的条件）よ りも小さい 揚
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ヂ

合の 学習の タイ プ。こ の 揚合 ， 行為の 形戒過程 は 多量 の

誤 りを伴 な っ て進行す る。

　 第llの タイ プ．行為の 客観的条件が既成の 形 で ，しか

もあ る・特定 の 場合に し か適合し な い 形 で 学習者に与 え ら

れ る タイプ の 学習。行為 の 形成は速やか に ， 誤 りな く進

め られ る。

　 第 皿 の タイ プ ．行為 の 客観的条件 が あ る現象 の ク ラ ス

全体 に適合す る形 で 与えられ る 。 し か も学習者 は ， 与 え

られ た一一
般 的方法 を具体的な 場面 に 適用 し，自主的に 定

位的基礎 をくみ たて る 。 行為の 形成は，誤 りなく速やか

に 形成 され，転移 の 範囲も広 い 。

　 こ の 図式 に従うと，ranbnePHH，　n ．　fi．，らの こ れ ま

で の 形成実験の ほ とん どは ， 第1 タ イ プ の 学習 を扱 っ た
　　　　　　　　　　　　x

もの と言 え る 。 し た が っ て ， そ こ で は 学習者 に 行為 の 客

観的条件 を与 え な ければな ら な い か ら，多少 と も現行の

教科 の 内容 を修正 し，よ り精確 な もの に し て い る ， し か

し ， 更 に第皿 タ イプ の 学習 （彼 らは 最良 の 学習 と 考えて ．

い る ） とな る と，学習者 は一
般的方法 を用 い て 具体的ケ

ース の 中で 自主 的 に行為 の 定位的基礎 を つ くりだ さな け
1
れば な らな い か ら ，

こ の 学習 を学校教育 の 中で 系統的に

保証す る た め に は教科 の 内容だ け でな く， 教科 の 構成そ

の もの を編成 しな お す こ とが要 求 され る。そ の た め の 理

論的研究 （耳aBblnoB ，　 B 　B ．，1966　 a，1968） 及 び実験

的研究 （A 伽 apOBa ，　 JI．　H ，，1964，且aBblqOB ，　 B．　B，，

1966h
，
1969）もす で に な されて い る 。

2　段階的 形成 そ の もの に 向け られ た 研 究

　段階的形成 を 1 つ の セ ッ トと し て 子 ど もの 知的行為 の

習得 に適用 し た 実験は ， 上 で観た よ うに か な り多 く行な

わ れ て い る。それ らの 研究 の 関心 は，勿論段階的形成 が

入間 の 学習 に お い て 有効性 を もつ こ とを実証す る こ とに

もあ る の だ が ， よ り重点は教育 と発 達 （認 識 の ） の 関

係 ， と りわ け教育 が発達に 対 して もつ 主導的役割の 解明

に向 け られ て い る。

　こ れ に対 して ，形成 の 諸段階 が もつ 問題 の 解明 に 向け

られ た研究 は少ない 。 勿論 物質的 （ま た は 物質化 され

た ）行為 → 外言の 行為
L ＞ 自分 の た め の 外言 の 行為 → 内言

にお ける行為とい う段階性 （段階の ハシ ゴ ）は ， 意識と

「物質 の 関係 につ い て の 理論 （意識 は 物質 の 反
．
映 で あ る ），

人 間 （人類 ， 個 人） の 認識 の 発達 にお ける身体的行為及

び 言語の 役割 に 関す る 理論，及び多くの 予備的観察，研

究 （例 え ば Dnbl〈OHHH ，皿．　 B．，1960 ） か ら 構想 され た

もの で ， そ の 意味 で は単な る 発想 で は なく， 根拠 の あ る

構想 で あ る と言 え よ う。し か しそ れ らの 諸段階 が抽出さ

れ 順序 づ け られ て 提出 され た 以上，そ れ らの 専肉的，特

殊的研究がなされなければ な らない
。 こ の 点 で ， 段階的

形成その もの の 解明に 向けられ た r飢 bHePHH ，　n ．牙．，

Tan
’
bl3HHa ，

　 H ．Φ、（1957） の 実験的研究は 評価 で き る。

こ の 中で，次 の よ うな ト ピ ッ ク ス の 実験が 報告 されて い

る 。

　 （1 ） 段階的形成 と概念形成過程 の 誤 りの 関 係 の 研

究．学業成績 の よ くな い 13− 16才 の 子 ど も48名 が 被験者

で ， 概念 は直線 ， 角 ， 角 の 二 等分線 ， 隣接角 ， 補角 ， 垂

直で あ る。こ の 方法を適用す る と，概念形成は初 め か ら

ほ とん ど誤 りな く進行 し た （こ れ は 定 位 的 基 礎 の 完 全 さ

に よ
．
る と考 え られ る）。 またあ る段階 で生 じ た 誤 り は，

そ れ に先行す る段階 に もど る と被験者自身 に よ っ て 常に

訂正 され た。

　 （2 ） 図形 を 使用 して 概念形成 を行 な う場合 ， そ こ で

形成 された 概念 は材料 と して 用 い られた 図形 に拘束 され

やすい 。 そ の た め 図形 を様々 に 変化 させ て 概念形成を行

な う こ と の 必 要性がよ く言 わ れ る 。被験者 は 13− 14才 の

26名，概念は直線 と垂直 。 常に一
定 の 位置 に 置か れ だ図

形 で 概念を段階的 に 形成させ た 後，そ れ と は 異な る 位置

の 図形で テ ス ト し た 。全員 が正 し く解決 し た 。

　 （3 ）　い くっ か の 段階の うち の あ る段階を省略す る こ

とに よ っ て，形成 され る知的行為 に ど の よ うな影響が現

わ れ うか の 研究 。 15− 16才 の 8 名が次 の 4 条件 で 別々 に

垂直概念を形成 し た 。 （a）外言的行為 と 自分 の た め の 外書

の 段階だけで 概念形成 ，   物質化 され た行為 と 自分 の た

め の 外 言 の 段階だ け，（c＞物質化 され た行為 と外需的行為

の 段階だ け，   自分の ため の 外言の 段階だけで形成 。 こ

の 結果（i）2 つ の 段階を十分 に 展開すれば，い か な る 段

階が 省略 され て も概念 は子 ど もに 理解され た。（ii）物質

化 され た行為 の段階が省略され た a 条件の 場合，概念形

成に著しい 影響が現 わ れ た 。 っ ま り被験者 が 間題 を解決

す る つ ど，実験者 は 概念 の 特徴を教え，そ れ を用 い る よ

うに言 わ な ければな らな か っ た。（fu
・
　）外言的行為 の 段階

が省略された b条件の 場合 ， 自分 の た め の 外言 の 段階 に

大き な影響が現わ れ た。すなわ ち こ の 段階 が 長い 間短縮

され な い 形 で 続き ， し た が っ て 問題解決 は 長 い 時間 を 必

要 と した 。 （iv）自分の ため の 外言 の 段階 が省略され た c
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条 件の 場 合，学習 能率に影響は な か っ た。 （v ）物質

さ れ た行為と外言 的 行為の段階 が省 略 さ れ た d 条

の場 合， 概 念 形 成 はほとんど 不 可 能 であっ た 。単 純

問 題の 揚合で さえ被験者 は 解 決を誤 っ たり ， また は

こう と も

な かっ た 。 　 （4 ） お 互 い に関 係 の ある い くつ か の

念 の 形成の 揚 合，各概念ごと に 段 階 的 形 成 が 必 要

の か どうかの研 究。被験 者は13 − 15 才の14 名 。初め

線及び 角の概 念が 段 階的 に 形 成され ， その後角の二

分 線，隣 接 角 ， 垂直 が自 分のための 外言の段 階から

成され た 。形 成 さ れ た 概 念 の質を調べ るテストにおいて， 被

者は， fei 　 a？二等 分線の 問 題延べ 110 問を全部解

した。 そ の う ち107 問 が 自分 の ため の 外言 の 段階

解 決さ れ ，外 言の 段階 で 解決 さ れ たのは 残 り の 3問
すぎなかった。隣接角の場．合 　　　
　　　 　 　　　　　 　　 　　 　 　 も ，延 べ 176 問の

ち3 問 を 除 き 解決 さ れた 。 その うち 自 分のた め の外 言

段 階で 解 決さ れたの は56 問 で，多 く は 外 言の段 階で

決さ れた。垂 直 の揚 合 ， 延 べ 198 問の う ち182 問 が

分のた め の外 言 の段 階で 解 決

れ ， ユ6 問 が 外言の段 階 で解決され た 。 　こ の

の 研究 とし て 他 に，物 質的 行為 の 客 体 と 手 本の 種 類

び概 念の 本 質的 特徴 （ H じる し ） が書かれたカー ドの使用の 問
題 を扱

た研究もある　（Tambi31i ｝ta，　H． Φ．，HHKonaeBa

　 B 　B ．， 1961 ） 。 被 験者 は13 『4 才の30
ｼで次 の 3 群に 分け ら れた。概 念は直線， 角 ， 垂直，隣

角で あ る。   行 為の 客 体も手本 も 実物 の群。 （b＞ 行 為

客体 ， 手 本 が モ デ ル の 群。以 上 の 2 群 は手本 と 客 体

を 直 接 に 重 ね ることによ っ て 照 合す るこ と が 可能 で あ

。 （ d 客体，手本とも 幾 何 図形で与えら れ る群で，

に よ る しか手本 と客 体 は 照 合 され な い。 更に各群と

カー ド が 与えられる群 と 与 え ら れ な い群に分 か れ ， 計

Q が 構成 された。 結 果 は 概念形成過程にお け る誤 り σ

数に よ って 評 価 された。（i）c 群 に誤りが 最も 多 く，

の2 群 はほ ぼ同 じぐ らいで あ っ た 。（ii）各群 と も 外

の 行 為の段階 に他 の 段 階よりも 多く 誤 りが現 われた

（iii ）下

群 で は ，カ ード を 使用 し ない群が使用 す る 群 よ りも

りが 多 くみられた。 　 これ ま で 観 て き たよう に，

階 的形 成 そ の も の に 向 け ら れ た 研 究 は概 念 形 成過程

よ り 正 確 に言えば 種 類が1 潤 定された幾何 学的 概 念

形 成 過 程 ）に 限 ら れ て い る 。 こ の こ と は 知 的 行 為 の

類 から言え ば ， 判 別行為（あ る 客 体がある 概念に含 まれているかど

かを判別する 行為 ） に限られ て い る こと を 意眛 す る

　ra π bnePHH ，　n ． 只 ． ， ら が 知 的 行 為

言うと き 判 別行 為 は その1 つの種類にす ぎ ないの で

る か ら ， 当然 研究の 枠 を 拡 げていかねばな ら ないだ

う。 更 に ，概 念と 判 別 行 為 が同時的 に 形 成さ れ た こ

ら の研 究 にお い て も ， 段階的形 成 のも つ 諸問題 が 十

に 解朋さ れ て いると は言 え な い よ う だ。 こ のよ う な

象をも つ わけ は ，報告された 実験 の 条 件 統 制 （例え

， 被 験 春 の数 ， 要 した時間 等 ） の 不 十 分 さに よ る こと

烽 ｳ る こと な がら，それら の研 究 の扱 っ て いる問題 が実

大 き なもので あ り， 発展し て止ま ない ものだか ら で あ

驕 B 例え ば ，上 記〔 3 ） の 実 験の問題， 特 に物質 化 され

行 為か ら ， 外 言の行為を省 略し，いき な り自 分 のた

の外 言 の段階へ進む形成条件 の心理学的問 題は直接的に「対 象的」

活 勸的， 視覚的 ） 表象と言 語 表 象 の 役割 に 関 す る問

であ る 。
GaPperin ，　 P ．　 Ya ． （／969

は，対 象 物 の 1 接 的な 支 えから自由に なること は 新

な 種 類の外 的 な 支 え ， つ まり 内 的 水準 へ 転 移 さ れ

る も
の を 必要とす る，こ れ が言語 で あ る と 述 べ ，

に 直 接に「対 象的」な 表 象は言語の補助手段 で あ る と の

え を 提 出し てい る が ， この 主 張を 明 白に 実師 す る 資

は まだ 見あ た ら な い 。 ま た， 上
記
実験 〔 2 ） の中で

段階 的 形 成に よ っ て得 ら れ た概念 は 材料
として用い

れた図形 に 拘 束 され な いこ と が示 さ れ て いる が， こ れ

概 念 の一 般化 に関す る 問題 と 言 えよう。この問 題 は

ど の 段 階がこめ 一般化 に最 も 関・ 与 するのか，及び

れ に関 連 し て そ こに参加し ている 心理 過程（ 表象 ，

語 も含め て ） の解明 へ と発 展 する だ ろ う 。更 に， 上

実 験4 ゆ 中 で ， 初め の 概念 で 段 階 的 形 成を入念 に行

え ば ， 概念 を 操作ナる 方 法 （ 判別行 為 ） が 転移 す る

ら， 後 の 概念の形成 を段 階 的 に 行 な う こ と は必 要 で

い こ と が 示 さ れ て いる 。 こ の こ と は，前も っ て 形 成

れた 判 別 行為 の中 に 含ま れ て い る 論 理 的アルゴ リ ズ

と 執 行 的 部 分（ 客 体 の 中に 概 念 の 目じ る しがある か

な い かそれとも不 明 か を 調べ る 操作）は後において

同 じで ，ただ新し く 異 な ってい る の は 各 概 念 の 本 質的

ﾚ じ る し だけであるか ら だ と 考 えら れ よ う 。 したが って

こ の 場 合，論 理的 ア ルゴ リズ ム と 執行 的 部 分が どの程 度

の範囲（ 時 間 ， 行 為の水 準 ，及 び 幾何 以外の他の領域も

含 め て ）まで転 移 が生 じ る の か ， ま た これ に 概念の 目じ

る し

内 容 が ど のように関係してくる のかと いう問 題 へ と

展 するであ ろ う。 こ の問 題 の解 明 は ， 判 別 行 為が広

囲 な概念形 成に適用可能 だけに 大き な実践的意義 も あ

驕 B 　 この よ うに 知 的 行 為 を 形 成
する 際 の 段階のハ

ゴ の 問 題 は ， 今 後 と も 豊冨な研究を必要 としているし期 待もさ れる

ま た知的
行

為をイメ ー ジ 間 の「操作」（ 関係づ け る

の）としてと ら える と き，そのタームは ，勿論 基本

な
発想 は

なると
し
ても IVieHUMHCIcaH ， 　 H．　A ． ら の
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こ とが で きよ う。した が っ て 段階的形成 の 問題 は ， ひ と

り知 的行為 に 限 らず ， よ り広 い 「土俵 」 の 上 で 検討 され

るべ き性質 の もの だ と言え よ う。

3　 「行為」 の 組織化 と 「活動 」 の 組織化

　　　　　　 ra∬も【lePHH ，　n ．分．，　TahH3mHa ，　H ．Φ．（1957）は，

　　　　　 学習にせ い ぜ い 良くて 無関心 ，そ うで ない と きに は 実際

”・　　　　 に不愉快 な 気 持 ち を 示 し て い た 子 ど もた ちが ，知的行為

　　　　　 の 多段階形成理 論 に基づ い て教育 され る と き積極的 に，

　　　　　 喜ん で 学習に参加しは じ め た と報告して い る 。 確 か に こ

　　　．、　　 の 理 論 に 基 づ く教育は ，こ れ ま で 支配 1約で あ る 教育 よ り

　　　　　　も子 ど もが学習に積極的 に 参加 で きる よ うな客観的根拠

　　　　　 があ る 。 そ の 1 つ は，子 どもは教師 の 指示 （行為 の 客観

　　　　　 酌 条 件 へ の 定位 及 び 段 階的形成 の 遵守） ど お りに行為 を

　　　　　 遂行すれ ば ， ほ ぼ 百パ ーセ ン ト目標 に 到達で きる こ と で

　　　　　 あ る 。 更 に もう 1 つ は ， 物質的行為 （ま た は 物 質化 され

　　　　　 た 行 為） の カ で あ る 。子 ど も が身体を使 うこ と に 積極

　　　　　 性 ， 快感を示 すこ とは多言を要 し ない
。

　　　　　　　しか し，こ の 理論が十分 に学習 の 動機づ けの 問題 を解

　　　　　 決 したか と言 うとそうは言 え ま い （raXbrrePHH，　H ．　A．

　　　　　 （1965a ）自身 もこ の こ と は 認 め て い る ）。こ の 理 論 に 含

　　　　　　まれ て い る 中で 動機 づ け に対 し て 否定的に 作用す る最大

　　　　　 の 要因は，同
一

の 行為 の繰 り返 し．h い うこ とにあ る と考

　　　　　 え られ る 。す な わ ち段階的形成に お い て は，それ ぞ れ の

　　　　　 段階 で 同
一の 内容 の 行為が 多数回繰 り返 え され る 。 更 に

　　　　　　こ の 同
一

の 行為 の 繰 り返 し は ， 子 ど も が お か す誤 りによ

　　　　　　っ て
一

層増加す る 。な ぜ な ら ， 行為形成 の 過程 にお い て

　　　　　 子 どもが誤 りをおか した ときは ， その 行為の 段階 で ， あ

　　　　　　るい は もう 1 つ 前 の 段階 に フ ィ
ードバ ッ ク し，そこ で 再

　　　　　 び 行為を繰 り返 え さな けれ ば な らない か らで あ る 。 こ の

　　　　　　こ と は ， 物質的行為の
一

般的性質に まで 影響を与え る と

　　　　　 言え よ う。すなわち物質的行為は
一

般的 に は そ こ に子 どり
　　　　　　もを積極的 に 参加 させ ，楽 し み を感 じ させ る 力 が あ る

　　　　　　が，岡
一

の 行為 の 繰り返 し は こ の カに 否定的 に 作用 し，子

　　　　　　ど もは学習 の 経過 に ともな っ て 動機 づ け られ て い な い 状

　　　　　　態に 移行 し て い くと考えられ る 。 こ の 問題 の 解決 の 要点

　　　　　　は，どの ような文脈 の 中で 同
一

の 行為 の 繰 り返 しを行な

　　　　　　うの か とい うこ と に あ る 。 っ ま り子 ど もが本 当に 楽 し み

　　　　　　を感 じ る こ と の で きる 文脈 の 中なの か ，それ と も楽 し み

　　　　　　の 少ない 文脈 の 中なの か ， あ るい は どうし て も子 ど もに

　　　　　　とっ て 必要 な 文脈 な の か，それ と も余 り必 要性が感じ ら

　　　　　　れ な い 文脈 の 中 な の か。それ ら に よ っ て 詞
一の 行為 の 繰

　　　　　　り返 し が飽和感と結び つ くか否か が決 ま る と言 えよ う。

　　　　　　　こ の こ とは，知的行為 の 多段階形成理論で 扱わ れ て い

　　　　　　 る 行為 の 内容 と関係 が あ る。そ もそ も ソ ビエ トの 心 理 学

の 基本的発想は ，人 間 の 心 理現象を外界の 反映 とみ なす

とい う もの で あ り，と り わ け Py6HHmTetiH ，　 G 　 JI．，

JleOHTb
’
eB ，　 A ．　 H ，ら は ， 入 問の 活動が そ の 反映の 源泉

で ある と して い る 。 こ の 活動 とい う概念 の 中 に は ， 入間

の 意志，感情，情緒及び認識 とい っ た側面 の 全 て の もの

が含 め られて い る 。した が っ て 人 間の 心 理現象を統
一

的

に把握す るた め に は ， それ らの 個々 の 側面を分離 ・抽ほ1

し て 研究す る こ とは 不十分 で あ る と考え て い る。例 え

ば， Py6HHHITe旃 ，　C，　 JI，（1959） は ， 活動 とし て の 思

考 の 中に は 思考 と して の過程の 流れ の み で な く， 思考が

あ らゆ る 入 闘活動 と共 通 に も っ て い る 入 格的 ， 動機的 な

面 もあ る と述べ て い る 。 ranbnePHH，
　 n ．兄 らに お い て

は こ の 傾向は一一
層強く， 例えば彼 らの グル

ープの 1入 で

あ る 3HHgeHKO ，
　n ．盟．（1961） は，活動の 単位は 主体

の 行為 で あ り， 行為 の 中 に は欲求や興味 を も っ た 主体 ，

そ の 行為を実現す る可能性をも っ た主体が現われ る と強

調 して い る 。こ の よ うに ranbnePHH，　H ．∬　らが理論

的 に 行為 と言 う と きに は ，認識的側面の み な ら ず，欲

求，動機的側面も含め て い る の で あ る 。 し か し 現 実 に

は，彼 らが知的行為 の 形成の た め に組織化 して い る行為

は 上 の よ うな 行為 で は な く，
い つ の ま にか 欲求 ， 動機的

側面が ぬ け落ち た行為 とな っ て い る。

　同
一

の 行為 の 繰 り返 し が飽和感と結含し な い よ うにす

るた め に は ， 実際に扱 う行為が理論的 に 設定され た行為

と同
一一の もの に な らな けれ ば な らな い 。こ の た め に は，

一・一
方 で は JleOHTbeB，　A ．　H ．の い う 「活動」を組織しな

けれ ば な らな い し，ま た他方 で は 「行為 の 定位的基礎 」

の 任務を ， 行為 の 客観的条件 を つ くりだす だ け で な く，

子 ど も自身の 学習 へ の 欲求の 意識 をつ くりだ す こ と に も

あて る必 要があ る 。 JleOHTb
’
eB ，　 A．　H ．（ユ965） は ， 「活

動 」 と 「行為 」 とい う 2 つ の 概念 を 区別 し な ければな ら

な い と し ， 「活動」 と呼ぶ 過程 は所与の 過程が全体 と し

て 向け られ て い る もの （過 程 の 目標 ）が動機と
一・

致す る

とい う心 理 的特徴 を も っ た過 程 で あ り，し た が っ て 特別

の 種類の 心理的体験 ，
つ ま り特別な情緒と感晴が活動と

特異的 に 結合 して い る過程 で あ る と述 べ
， こ れ に対 して

「行為 」 とは そ の 動機が そ の 目標 と一・激 せ ず，所 与 の 行

為 を含む 活動の 中に動機が存在す る よ うな過程で あ る と

定式化 し て い る 。 こ の 図式に従えば， ranbnePHH ，　Hl

分．らが 扱 っ て きた も の は，ま さに 「行為 」 で あ b，「活

動」 で は な い の で あ る 。 で は 「活動」 の 典型 は 何 な の

か 。 遊びで あ ろ う。 遊び こ そそ の 目標 と動機が一致し，

か っ 特別 な惰緒 （喜 び ） を伴な う。と りわけ，ranbrre−

pnH，　R ．兄　らの 研究 が教科 の 根本的再編成の も とに ，

年齢の 低 い 子 ど もを重 点的 に学習者に し て い る こ とを考

一 59 一

N 工工
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え る と き， 「行為 」 の組織化 か．ら 「活動 」 の 組織化 へ の

移 行の 要求 は，ますます切実なもの と言 え よ う。ま た ，

「定位的基礎j の 内容の 拡大 に つ い て 言 え ば ， す で に そ

の 試 み がなされ て い ない こ と もな い 。例え ば ， ranbne−

pHH ，　 rl．貫．，　 reoprHeB，　JL　C．　（1960）、1ま，　萋則定 1・こ基づ

い て 単位の 概念を教え， そ の 後 1 位数の 概念形成 に移行

す る 前，数の 学習が ど うし て も必 要 で あ る と子 ど もが感

じ る よ うな揚面をつ くっ て い る。今後，こ の よ うな試 み

が専 門的 に 研究 され る 必要があろ う。

　　こ の 小論に お い て ，
’
　1
”
aXbneptaH ，．．．n 、只．らの 理 論，研

究 の
．
全 て の 問題，特 に学習過程 の制御，第皿 タ イ プ の 学

習 ， 教科 の 再編成，子 ど もの 知的活動 の 自主性，創造性

等 ．の 闇題 に触れ る こ とがで きな か っ た 。 今後，こ れ らの

．闇題 に つ い て の 展望も期待 され る 。
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IqHx

　
B 、　oc ｝IoBe

　 reoMeTpHqecKoro 八〇Ka3aTe ∬bcTBa ・

　Bc6 ．3ri，
　BHcxMocTb 　o6ygeHnfi 　 oT 　T胚na 　oPHeHTH ’

　poBoVHo 最　neHTe ．lbHOCTH ，　 M3h −Bo 从 ry ．187− 236

Pa 刀brrepm・i，　 n ．　 SI．，　 Ta双61gHHa，　 H ．Φ．ユ957　ΦopMH −

　poBaHHe 　 HaqanbHbix 　reoMeTpHqecKHx 　noHHTMtl 　Ha

　 ocHQBe ・opPaHm30BaHmoro 　 neticTBHfi　 yqa皿 Hxc 兄 ・

　 Bonpocbi　HcHxonorHH ．1．28− 44　（Gal
’
perin ，　P．

　 Ya ．
，
　 Ta］yzina ，

　 N ．　 F．1961　Formation　 of 　 elementa −

　rア geometrical　cpncepts 　and　their 　dependence　on
　 directed　participation　by

．
±he　pupils ．　 In　O

’
conner ，

　N ．（ed ） Ree．ent εo τ
・癬 1’sychelogy ．　 Liverright．

　
．247 ．一一？．．71）

FaJlbllePHH，　n ・分．，　 HaHTHHa ，　 H ，　 G．　 1957　 3aBHcH ．

　 MocTb 双BHraTenbHore 、HaBblKa 　 oT 　THna ・opvaeHTHp −

　 oBlcu 　B　 3a皿aHHH ．　 Aoiくn．　 A 叮H 　PC Φ CP．2

FabJbnepgH ， 「L 月．，瓜y6poBHHa，　 A．　 H ．　1957 　THH

　opMeHTHpoBKH 　B　3aAaHHH 　H ΦopM 匹｛poBaHHe　rpaMa ・

　 TliuecKEx 　noH 兄T曲 ．且uKa ．　AnH 　PC ΦGP．3．63− 66
．

1”a π bnepHH ，　H・只・ 1957　 yMcTBeH阿oe 　Ae 負cTBHe 　KaK

　　ocHoBa 　q］opMHpeBaHHA 　MblcnH 　H　o6pa3a ．　Bonpocb匸

　　「lcHxo ハ orHH ・◎58− 69　（新井邦．二 良β詫尺　1972　　内自勺

　　思 考 及 び イ メ 宀 ジ の 形 成 の 基礎 と し て の 知的行為　 ソ

　　ビ エ ト心♪理 学 研 YL，　14，　15．　29
− 51）

「aπbnepm 【，　 rl・H．，　FeoprueB，　 n ．　 C 　 19601961 　 K

　　Bonpocy 　o　OlopMHpoBaHHH　Ha 礒aJ1bHbIx 　MaTeMaTHqe −

　．cKMx 　noll ”Tliti．八〇Kn ．　 AnH 　PC Φ CP ．1．31− 3713，

　　37
−
r
’42，4．　49− 52，　5．　41− 44　（以 」二1960）　1．　63− 66

　　（1961）（柴 田 義松，宮坂 誘 子 訳 　1968　勝 田 （監 ）思 考

　　．と 発達 の 構造　明 治 図 書 　145− 172）
ra訌b矼epHH ，　 H．分．　1965　a　ynpaBJIeHHe 　 npo 虱ec ¢ oM

　　yqeH齟 ，　HoBbIe　 Hccne 八〇BaHvafi　 B 　 neAarorHgecKHx

　　HayKax ．工V ．15− 20 （天 野 幸 子 訳 　1967　学 習 過 程 の

　　fBif御　　　ソ　ビ工　卜 ・心理 学 研 究，　5．5P− 56）
raJ【b口epHH ，　 n ．只．　1．965　b　OllcHxoJ 【orHqecKHx 　oc 圏

　 HQBax 　rrporpaMMHpoBaHHoro 　o6y ・ieHH ”．HoBbie　Hc −

　 cnenoBaHuH 　B　fieAarorHqecKHx 　HayKax ．　IV．21− 26

　　（天 野 清訳　1967　プ ログ ラ ム 学習 の 心 理 学 的 基 礎

　　ソ ビ エ ト 心 理 学 研 究 ，
5．　56− 61）

「・” bnep ・・ ，　n ・fi・ 1966　 MeT ・n　＜＜cpe3 ・ B 》 HMeT ・9
　 nbgTolHoro φopMHpoBaHH ∬ BHcc 刀 e 江oBaHH ｝1　AeTc −

　 Koro 　 MblHIJIeHH 只．　Boinpecb正 HcHxoJlorHH ．4．128−

　135，こ れ は 次 の
．
論文 と 同内容 で あ る。G・alperin ，　P ．

　 Ya．　1966　A
．
　 method

，
　 facts　 and 　 theories 　in　the

　psychology 　of 　mental 　action 　 and ．concept 　formati−

　 Qn ・In　XVIIth 　lnternational（：「ongr8ss 　Of　Psycholo・
　 濫y．24sy ．mposiurn ．　 Moscow ．（守 屋 慶子 訳　1966

　　ソ ビ エ ト教 育 科 学 　27 ．明 治 図書　89− 94）
raπ bHepHH

，　n ．兄．，　Tanbl3HHa，　H ．Φ．（noabeA．）　1968

　3aBHcHMocTb 　o6yuei ・THfi　oT 　THna 　opHeHTHpobotiHoti

　 江eaTenbHOCTH ．　 H3 八
一BO 　MFy ，

　　　Gal
’
perin ．　P，　 Ya．1969　Stages　in　the

．develop−

　 mefit 　 of 　 mental 　 acts ．　 In　 Cole
，
　 M ．，　 Maltzman，1．

　（eds ）A 　 Handb ・・ん げ 伽 ’ゆ ・rary 　5圃 磁 P ・y・

　 chology ，　 Basic　BoQk，工nc ．249− 273

11aBbl八〇B，　 B・B・　1957　 06pa30BaHHe　HaghnbHbro

　 noHHTH ∬ oKoJ1bqecTBe 　y ム eTe 員・BoHpocbl 　ficHxo・

　加 rHH ．2．．82
− 96 （新井邦 二 郎 訳　1972　加算操作 と

　鷽 概念 の 形成　教育心 理 20 日本 文 化科．学社 62− 65）

naBI、rAoB ，　B．　B．1966　q　CooTHomeHHe 　rloH兄TH 藍 〈ΦQ匿

　pMHpoBaHHe＞ H ＜pa3BHTHe＞ ricHxMKH．　「06yqe 蓋｛He

　Hpa3BHTHe 」MocKoBcKoe　oTAe 誑eHHe 　o6L 匡ecTBa 　nc ・

　HxonoroB 　npH 　AilH　PC Φ CP ．　 IViocKBa．（天 野 清 訳

　1968　心 理 的 な も の の 「形 成 」 と 「発達 」 の 両 概念 の

　ホ目互 閧係　　現 代 教 脊禾斗学　　130　．明治隠1書
．
　37− 51）

皿 aBH 八〇 B，　BL　B．1966　b　Bo3Mo ＞＋cHocTli 、AeTe 貢 Byc 幽

　 BQeHHH 　1鴇aTeMaTnKH ド B ∂πbKoHHH ．几 B ．，　AaBLi・

　双oB，　B・B ・（noA 　pe双・）Bo3pacTHb匚e　 Bo3MoMKHOCTH
・

　ycBoeHH 班 3HaHH 迸・HpocBe 輒 eHHe ．54− 189

耳riBLiAoB，　B ，　 B． 1968　 K　 Hpo6neMe 　cooTHol 皿 eHHH

a6cTpaKTHbIx 　M 　lgoHKPeTHblx 　3HaHta　 B 田 Ko ” e、　 B。
−

　 flPocbl 　HcHxoJ 【orHx ．6．34− 48

naBbr江 oB ，　B ．　B ．（no双 peA．）　1969 　HcMxo ” orHgecKt

　
Me 　BO3MO ＞KHOCTH 　M 刀aA 田 HX 　MKOJbHHKOB ．B　yCBOeH・

　HH 　MaTeMaT レIKH ・r
’
lpocBe皿 eHHe ．

と
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A

∋蕋hKoHHH ，　A．　 B．1960　AeTcKa只 　ncHxo 』 orHH ．　yu−

　neArM3 ．　（駒林邦男訳 　1964　 ソ ビ m ト ・児 童 心 理 学

　 明 治 図 書）

∂nbKOHIiH ，及・B・，冫KypoBa，　n ・E ・1963　K　 BollpocY

　o 　ΦopMHpoBaHHH ΦoHeMaTeq βρKoPo 　BocHpH ”THfi

　y 双eTett 八〇ulKonbHoro 　Bo3pacTa ．　B 　3Hopo｝Ke 双，ん

　Bv　ycoBa，　A ．河．（HoA　pe双．）　CeHcopHoe　BocnK・

　TaHHe 　 AomKonbHHKoB・（青木冴子 訳 　1965　音韻

　知覚 の 形成　幼 児 の 感覚教育　明 治 図 書　ユ95− 209）
3HHqeHKo，　 n，　 H ．　1961　06 　0AHoti 　 KHOIIenliHH 　B

　nqHxonorM ” 06yqeHH ”．　Bonpocbi　ll¢ Hxonorux 　6．
　 161− 171

駒林邦男　1971　「知酌行為 の 多段 階形成 理 論 」研究 覚 書

　岩手大学教
’
育学部 研 究年報 　31．1− 86

JleoHTbeB ，　A．　 H ，　1957　06yqeHHe　KaK 　npo6 π eMa

　ricHxoaorMH．　Bonpocb正 rlcHxonoruH、1，3− 17 （山

　 ［1一薫訳　1962　心．理 学 の 問題 と し て の 学習 　 ソ ビエト

　教 育 科 学 　 6　 明 治 図 書　22− 36）
汀eeHTbeB ，　A 、　H ．，　 PanbHepHH，

．
m ．月．1964　TeopHfi

　ycBoeHH ∬ 3HaHH 貢 H 耳porpaMMHpoBaHHoe　o6yqeHHe ．

　CoBeTcr 〈aH 　FIeAarorHKa．　10．56− 65　（．駒材ζ邦 男 訳

　1965　知識習得卑諭 と プ ロ グ ラ ム 学習 ．ソ ビ エ ト教育

　奉Ui’学 　　21　明治図｛彗　　48− 59）
JleoHTbeB・A・H ，

1965　 K　Teepvali　pa3BHTu” ncvaxH ・

　Ku 　pe6eHKa ・Bnpo6JleMbl．　pa3BuTHH　ricHxHKH．　1＞lbl・

　 CXb ．（松野豊 ， 西 牟 田 久：雄訳 　1967　子 ど も の 精 神 発

　達 　　明 ｝台図書　　38− 67）

06yxoBa・JL　φ・　1966　SKcfiepHillellTaJbHP＃ aHaJIH3

　HeKoToPbIx
“

Φ eHoMeHoB 　 HHa 冫Ke
”．　Bollpcbl　ncux・

　oaorHx ．4，136 − 142　（駒 林邦 男 訳　1968　5
，
6歳児

　に 膰 け る 「保 存 」 概 念 の 実 験 的 研 究　勝 田 （監 ）　思 考

　 ど 発達 の 溝造　明 治 図書　129− 141）
Py6HHrllTe 員H・C・JL　1959　rlpHHIIHnbl　H　nyTH 　pa3B−

　HTHfi　 llCli．Xo ，10 ； HH ．　M3A −Bo 　AH 　CCCP 、（内藤 耕 次

　郎，
．
木 村正 一一訳　1961　心 理 学上 　青木書店）

柴 H 義松　1962二 1964　学習心
．理 学 の 諸問題 （そ の 1〜　

」

　そ の 6 ）　 ソ ビ エ ト教 育 科 学　6．7．8．11，15．18． ．
明 治

　 図書　 　　 　　　
．
　 ’

Ta 丑 bi3m −ia，　 FI．Φ．，1−iHKond・　eBa ，
　 B．　 B．1961　 3aBHc・

刪 ocTb ΦopMHpoBaH 瑚 reoMeTpHuecKHx 　 noH 分踊

　oT 　HcxoAHoti ΦopMb1 八ePtcTBHfi ．且oKn ．　 ArlH　PC 一

　 ΦCP．6．27− 36

Tanbl3xHa，
．
H ．Φ．1969　TeopeTHqecKHx 　ilpo ．6netl・Ibr

　nporpaMMHPoBaHHoro 　o69eHHH ．　 H3八rBo 　Mry ．（駒
．林 邦 男 訳 　ユ970 ．学 習 の プ ロ グ ラ ミ ソ グ 　明 治 図書）

Te ππ eHbKa ∬ ，　 X，　M ．　1966　ΦopMHpoBaHHe 　HoHHTH 曲

　 o 　npHHaAJIe 冴くHocTM 　K　Knaccy 　u 　cooTHo 正皿eHuHx 　Kn ・

　accoB 　H　 noAK 』 acco β y 双 eTe 麹 6− 7　．neT ．　 Bo 【lpoctsI

　 nCHXOJ【orHH ．　5．　123・− 137

TenneHsKan，　 X ・M ．・　1968　K　npo6neMe 　（i）opMHpo ・

　BaH ” fi　 noH ∫ITH 葭　y 八eTe 厳　Aoul
・Ko ∬bHoro 　Bo3pacTag

　Bc6 ．3aBHcHMocTb．06yqeHHH 　oT 　TH 　Ia　opHeHTHP 圏

　oBo 蔓Ho 曲．　 rleHTeJbHocTu ．　 H3A −Bo 　 Mry ．ユ24− 152

t ’

、

一 61 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


