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資　料

読書 に 対す る概念 の 発達的検討 ：意義 ・ 評価 ・ 感情 と行動 の関連性

秋 　田　喜代 美
1

無　藤 瞳

　　　　　 A 　DEVELOPMENTAL 　STUDY 　OF 　READING 　 CONCEPTIONS ：

CORRELAT 亅ONAI 、　 ANALYSIS 　 OF 　BEHA 丶
FIORAL

　AND 　 EVALUATIVE 　 M £ ASURES

Kiyonli　AK ［TA 　AN ［）Takashi　I〜｛UTOu

　　The 　pLlrpose　of 　thisstudy 、vas 　to　clarify 　develoPmen 亡al　changes σf山 e 　conceptions

（cYaluations 　and 　meanings ）and 　feelings　about 　b⊂尹ok ．ra 疊ding．そmd 　to　exalnine 　relations

between　collceptions ，　feelings　and 　b（〕ha、
’ior　frequency．　Five　hundi・ed 　and 　six 　child 】

．
cn

of　3rd，5th，　nnd 　8th　grades 　ans 、、
1ered

　the　questionmaire 　about 　 reading 、　Thrce 　malor

findingg．　were 　as 　follows，　First，　a ］l　chHdrell 　shared 　the　same 　evaluatien 　that　reading

was 　a　good 　activity ．　Secolld，　thl．ee　mcanings 　of 　reading 　were 　identified：an 　exogenous

I／leallilユg 〔）f　 ‘’
gctt．i】1g 　praise　 and 　 good 　grade べ 　（PRAISE ），　 a　cognilive 　 endogenous

lneaning 　of
」‘having　a　fantasy　 wor ［d　 and 　getring　kmw 】edge

”
〔FANTASY ）、　and 　a

physblogical　endogeli 〔冫us 　meaning 〔〕f　1Lrefreshing

　and 　kil！ing　time”（REFRESHING ）．

01der　 Child ｝
’
en 　eValUated 　thC ¢ Ogniti 、

・
e　endOgenOUS 　meaning 　 Of 　FANTASY 　 mOre 　and

the　exogenQus 　meaTling 　of　PRAISE 　less．　Thil−d，　positive　feelings　were 　predicted 　frlom

3variables： grade ，　e 、
・
aluati 〔m 　and 　 FANTASY 　 meaning ，　Behavior　frequenc ＞

・
was

predicted　from　3　varjables ：grade，　positi、
−
e　feelings　a 匸1d　the　REFRESIIING 　meaIllng ，
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問 題

　読書世論調査 を 通 じ て ，小学校高学年 か ら中，高校

生 の 活字離 れ，不 読率 の 増加 が指摘 さ れ て 久 し い
。 そ

して ， 活字離れ の 原囚 と し て，多様な情報 メ デ ィ ア の

出現 と ， 勉強時間 増 大 に よ る 生 活 や 遊 び 時間 の 減少 が

指摘 され て きて い る ｛福沢，jg了9 ．池 暗．］99］）
。

　読書は 生存に不可欠な行動で も な け れ ば，行わ なけ

れば罰 せ られる と い う行動 で もな い 。行 う こ と が望 ま

しい と社会 文化的 に考え られ て は い る が，選択の 自由

が個人 に 委 ね られ た行動 で あ る 。 こ う し た 行 動 で は 一

般 に ，行動 に 対 して 各 自が 与 え る 意義 や評価 の 概 念cthl
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・
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’izt］ 1］niversity ）
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え 方） （COllcepti ⊂⊃nS ） と 感情 （feding3 ） が 行 動 を動 機 づ

け，その あ り方を方向付け る の に 比較的大 き な役割 を

果 た して い る と推察 さ れ る 。 忙 し い か ら 読書 を し な い

者 も多い が ，忙 し くて も行 う者 もい る。時間的制約 だ

け で は な く，概 念 （捉え 方 ｝ や感情 もま た行動に影響 を

与え て い る と考え られ よ う 。

　読書 に 関す る こ れ ま で の 調査 や実証 研究 の多 くは ，

読害景 や 内容 ， 様式 の 学年変化 ， 年次変化 の 全般的傾

向を検討 し て き た 〔福 武書店教 育 研究所，　 ］98：・、1991・毎 日新

聞社．199De だ が，同年齢 の 中 で も読 む 者 も読 ま な い 者

もい る と い っ た個入差 に は関心 を あ ま り払 っ て い な い 。

　196 〜70年代 に は，読書量 の 個 人差 を，性 別や性格 ，

社会経済的環境 ，知能 ， 言語能力等の違 い か ら説明す

る 研究が盛 ん に 行わ れ て き た （阪本他，］969 ： 阪 本，1971 ：

脹本 ・
岡 田

・高取 1979）。しか し，読書 に 対 す る感 情 や概

N 工工
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念（捉 え 剤 の 個 人差 ， 感情や概念 と読書量 の 関連 を扱 っ

た実証研究は少な い （EJII．1985 ：相 田．　1987｝。

　 また19．　7 年代後半か ら の認知心理学 の 台頭 に よ っ て ，

読書活動自体 よ りも読 み の 認知 過程 ， 文章 理解 の 過程

へ と研究の対象が 移行 し ， 実験的研究が 数 多 く行 わ れ

て き た 。 そ の た め ， 読書 とい う日常活動全 体を 1 つ の

分析単位 と し て 取 り L げ検討 す る研 究 が 少 な くな っ て

い る 。 しか し ，
Leent’ev （1975）が指摘す る よ う に，社

会文化 の 中で 生活 し て い く人間 の 心理 や 発達 を考 え て

い くに は，活動 を単位 とし ， 活動 の 動機 を考 え て い く

研 究 もまた必 要 と考え ら れ る。

　 こ れ らの 問題意 識 に た ち，本 論文 で は ， 読書 と い う

活動 を研 究対象 とし ， 第 ユ に年齢 に よ る読書 に 対 す る

概念 醍 え方） や感情 の 違 い を検 討 す る。また第 2 に 概

念 と感情 と い う観 点 か ら読 書量 の 個入差 を考え る た め ，

概念や感情 と 読書 量 の 間 の 関連性 を検討 す る。行動 に

対 す る概念 （捉 え方 ） ｛concepti 。 11s） とい う語 は ， 望 ま し

い 目標や 実現可能 な方法 ， 価値 ， 態度，判断な ど編広

い 内容 を含ん で い る （Goodnow，ユ988）。だ が 本稿で は ，

文化的行勤 へ の 動機 を考 え る上 で 車要 と考 え られ る 2

内容，  行動 へ の 評 価 と  意義 の 認識
3
に 絞 っ て 撤 う こ

と に す る 。

　 以 ヒ2 つ の ね ら い を検討 す る に あ た り，具体 的 に は

次 の 4予想を た て 検 証 を行 う。

　第 1 に，行動 へ の 評価 で あ る が ， わが国 で は乳幼児

期 か ら読み聞か せ が行わ れ て い る の で ，読書 は良い こ

と と い う社会的評価 を大人 か ら暗黙 の 内 に 伝 え られ ，

子 ど も は幼少時 か ら こ う し た 評価 を持 っ て い る と 推察

され る 。 し た が っ て ， 小 中学生 で は，良 い とい う評価

を年齢 に よ ら ず共有 し て い る と 予想 さ れ る 。 そ こ で ，

具体的 に は 「読書 をす る の は良い 1悪 い ） こ とだ」と い

う文 に対 し評定を求め ． こ の 点を確認 す る ．

　第 2 に ，意義 の 認識 で あ る が
， 良 い と い う評価は共

有 して い た と し て も ， 重視す る意義内容 や重視 の程度

は個 人 の読書体験 に 基 づ い て 異 な っ て い る と 予 想さ れ

る 。 こ の 違 い を捉 え る た め ， 口常生活で 行 う行動 の 意

義を整理 し考 え る枠組 を 2 観点 か ら想 定 し，
こ の 枠組

に 沿 っ て 読書 の 意 義 内容 を考 え る こ と に す る 。

　第 1 の 観 点 は， 意義 と し て，行動 自体が 目的 で あ り，

行動 の 過程で 生 じ る 事 を重視 す る の か （内 生 的意 義 ）， 結

S
本 論文 で は，あ る 行動 が 果 た す機能 の 中 で も行 動者 が 重 要 と

　考 え て い る 機能 を意 義 （meanillgl と呼 ぶ 二 と に す る。意 義 は

　行 動 時 に 行 動 者 に よ っ て 必 ず し も自覚 化 さ れ て い る も の で は

　 な い が，な ぜ そ の 行 動 を行 う の か と い う 目 的 論 的 碧点 か ら 行動

　を 説明 す る た め に 使 用 す る概 念 で あ る と考 え る。

果 と して の 所産 を重視す る の か 桝 生 的 意義 ）と い う観点

で あ る 。 こ れ は
，

Kruglanski （1975 ） が ， 内生的 外 生

的帰属 （endogenous −
exogen 。 us ）と 2分類 を行 っ た ウ， 池

田 ・村田 q99D が コ ン サ マ ト リー性 目標一一
達 成性 目標

と し て分類を行 っ て い る観点 で もあ る 。 第 2 の 観点 は，

車視す る 意義内容 が生理 的 ， 感情的，認知 的 ， 対人社

会的内容の い ずれ の 内容 か とい う観点で あ る 。 重視す

る意義 内容 は ， そ の行動 の本質 に よ り主 に 規 定 さ れ て

い る 。 だ が ， 大半の 行動 で は ， 主 と な る機能だ け で は

な く副次 的 に 複数 の機能 を持ち う る と考え られ る。例

え ば ， 外山 q99D は食事行 動 で は年齢 と共に 生 理 的意

味か ら 社会的意味重 視へ と行動の意味が 変わ る と し て

い る。

　 読書も 考え る，空 想す る な どの 知的機能を 主な機能

と す るが ，眠 れな い 時 に 眠 くす る，疲れ た り嫌 な時 に

気分転換を は か る と い う生理 的機能 や話題 の本を読む

こ と で友達 と会話 が で き る な どの 社会対人的機能 も持

ち うる。読 書 の あ り方 と し て
， 現実逃避 ・娯 楽 と し て

の 読書 と教養主義 と して の 読書が対立 的に考 え ら れ る

場 合 もあ る 鍍 辺 1989 ）
。 これ は読 書 の 過程 で 生 じ る 爽

快感や 気分 転換 とい っ た生理的 な内生的機能の 重視 と，

思考，情報獲 得 とい う認知 的な内生 的機能 の 重視 と し

て 捉え ら れ よ う。 また 「本 をた くさ ん読む と国語の 成

績が 良 くな るか ら ， 本 を読 み な さ い 」 と言わ れ る こ と

が あ る。 こ れ は読書を 認知 的外生 的機能 の 観点か ら見

て い る と考 えられ る。

　実際 に は ，行動 の 意義 は ， 内生　外 生 や 生理 ， 感 情 ，

認知 ， 社会 と明瞭 に 区分 で きた り， それ を自覚で き る

わ けで は な い だ ろう。だが ， 様々 な 日常生活行動 の 意

義 を整理 で き る枠組み を用 い て 読書 を捉 え る 方が ， 行

動 や行動者の特徴が よ り明瞭 に な る と考 え ら れ る。

よ っ て ，本枠 組 み を用 い る こ と に す る 。

　読書意義の 年齢変化 に 関 して は ， Greaney＆ New ．

Tnan （］990）が ，15か 国 の 10， 13歳 を対象 と し た 研 究 を

行 っ て い る 。 そ して ， 読書 の 機能 と し て 功利性 儲 彙 が

増 え る，試験 で 良 い 点 が 取 れ る，学 校の 勉強 に 役 立 つ 等），楽 し

み （お か し い ，面 白 い ，わ くわ くす る ）， 逃避 愾 晴 ら し，嫌 な

こ と が 忘 れ られ る等 ）の 3機能が 全 て の 国 で 見 出 さ れ た こ

と か ら，こ の 年齢層で は広 い 文化 的状況 を 通 じ て 読書

が 類似 の 機能 を果 た し て い る こ と ， だ が 功利性 の機能

は 10か 国で 13歳 の 方が 10歳 よ り も評定値が 低 か っ た と

し て い る。 こ こ か ら ， 年齢が高 くな る と外 生的意義 を

重視 しな くな る と 予想で き る。また高学年 に な る に つ

れ て，言語能力 が 発達 し， 読 む本の ジ ャ ン ル も増 え る

こ と を考えれ ば ， 知 識獲得 と い う認知的な内生 的意 義

一 97 一
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が よ り重視 され．るよう に なると予想され る。

　具体的方法 と し て 「あ な た は 何 の た め に 読書 を す る

こ と が多い で す か ， 読書 をす る とどんな良 い こ と が あ

る と思 い ま す か 」の 2 質問 に 対す る多肢型選択肢 とし

て様々 な意義 を想定 し ， 選択肢 の 選択数 や選択 の 仕方

を指標 と して ，上記 の 予想を検討す る 。

　第 3 に
， 読書 に対す る感情 に 関 し て は

， 先行 の 調 査

研究 〔福武書 店教 育研究 所 1985．］99】 ： 石 川、198i） か ら高学

年ほ ど好 きで な い 者 が 増 える と予想 さ れ る。そ こ で，

感情の 指標 と し て ， 印象 と好意度 を取 り上 げ調 べ る こ

と に す る  

　第 4 に ， 概念 （捉 え方 ）， 感情 と読書 量 の 問 の 関連は，

例えば 「有意義 と考え た り好 き で あ れ ば多 く読む し，

反対 に 多 く読 む1 ほ ど好 き に な っ た り，意義を 認 め る よ

う に な る 1 と い うよ うに ， 相互循 環的な因果的関連 が

考 え られ る。GoodnQw ｛】988）が 育児観研究の レ ビ ュ
ー

の 中で 整理 して い る よう に ， 概 念 や感 情 が 行動 を規 定

す る 面 に 焦点を あ て る研究も，行動 に よ っ て 概 念や感

情が形成 され る 面 に 関心 を払 う研究 もあ りえる。だ が ，

相互連関 を捉え る こ と は 方法論 ヒ困難 な こ ともあ り，

本稿 で は 読書 を規定 し動機 づ け る要因 と し て概念や 感

情 を捉え る 立場 か ら， 分析を進 め る こ とに す る。

　和田 く1987）は，高校 生 の 読書行動 と読 書意 図 の 予 測

要囚を検討 し ， 本 は読 む べ きもの，読 む の は 良 い こ と

と考え る 「社会的要因 （社会 文化 的 な 価値勧 」 と 面 白 い ，

好 きとい う 「感 情要因 」が 読 書意図 億 欲〕 に関係 し て

い る こ とを明 らか に して い る。こ こ か ら，肯定的感情

を 強 く持 つ こ とが 読書 量 に 影 響 を与 え る との 予測 が た

つ
。 また ， 良 い こ とだ か ら読 む と い う だ けで は な く，

読書 の 良さ ， 重視 す る意義内容 に よ り感情や 読書量 に

与える影響 も異 な る と 予想 さ れ る 。
こ の 点 に 関 して は

，

感情 と意義 ， 評価 を独立 変数，読書量 を従属変数 と す

る重 回帰分析を行 い 検討を行う 。

　 以 1二 4 予想 の 実証 的検証 が ， 本調査 の 目的で あ る 。

方 法

　調査対象　千 葉県内 の 3 小学校 ユ中学校 に 通学す る

3 学年の 生徒 （小 3，小 5，中 2） を対 象 と し た。対 象 と し

た小学校 の うち 2 校は農漁村部， 1校 は都市部 ， 中学

は農漁村部に位置する学 校で あ る 。 小 3　 146名 〔男 8〔｝

名．女 66名），小 5　 164名 （男 72 名 1 女 92名 ｝．1．t
’
1学 2 年生

196名 （男 102 名，女 99 名｝，計506名で あ る
5
。

　調査方法　 学級 単位 の 集団
一一

斉 実施 の 質問紙調査。

実施 に あた っ て は，「こ の 調 査 は，皆 さ ん が 読書 に つ い

て ， どんな こ と を考え て い る の か ， どん な こ とをして

い る の か を 調 べ る た め の も の で す 。 読書の 好 き な 人 も

い れ ばそ うで な い 人 もい る と思 い ます。どれ だけた く

さ ん読ん で い る の か と い う調 査 で は な く ， 本を 好 き な

入 はどんな こ とを考 え て い るの か ，そ うで な い 人 は ど

う な の か を調べ る た め の 調査 で す か ら ， 好 きな人 も嫌

い な人 もあ りの ま まに 思 っ た こ と，して い る こ と を答

え て
一
ドさい 」との 教示 を与 え実施 した。

　質問内容   読書量
6
，   読書 に 対 す る 慨 念 縦 え

方），  読書 に 対 す る感情 の 3種類 の 内容 か ら構成 さ れ

て い る 。 質問項 目 の 具 体 的内容 と評
．
定方法 は ，

TABLE

1 に 示 し た 。   の 意義選択肢に関 して は ， 和田 （198η

な ど の 先行研究 で 使 用 され た項 目や大学生 へ の 自由面

接調査 に よ り得 ら れ た 同答を参考に決定 し た 。

TAR 【，E　1 読書 に 関 す る 質問紙 の 構成 と 項 目内容

4 　印 象 を 調 べ る た め に ，9 個 の 形 容詞 を 用 い た。そ して そ の 評 定

　値 に よ っ て 因 子分 析 〔主成 分法バ リマ ッ ク ス 回転） を行 っ た 結

　果 ， 2 因子 を得 （累積 寄与 率88996 ｝，そ の 各 因 子 を 肯定 的 印

　象，否定的 印象 と命名 した。尚，共 通性 推 定値 が O．4以 E と低

　か っ た 2形 容詞 （読書 は楽，読書 は うれ し い ） を 除 き，肯 定的

　印 象 2個 （面 白 い ，明 る い ），否定 的印 象 4 個 （つ ま ら な い ，た

　 い へ ん，嫌 な，暗 い 〕 の 形容 詞 を坿 い た。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 − gs

1　 読書 量

  　月問読 書冊 数 　
「 1 ： 0 冊 、2 ： 1−・2冊 、3 ： 3 − 5 冊 、

　 　 4 ： ti− ll冊、5 ：且 冊以 ヒ」 の 5段 階 評定

  1 臼の 読書時 間
「1 ： D分、2 二30分 、3 ： 1時 閭、4 ：

　　 2 時間、5 ： 3時 間、6 ： 3時 間 よ り 多 い 亅 の 5 段階
．
評定

II　 掻念 （捉 え方 ）

  　評 価 （
r
読 書 を す る こ と は 良 い （悪 い ）こ と だ と 思 い ま す か 1

　　 へ の 5 段階評 定 D 評定 は
「 5 ： と て も そ うだ 　4 ：わ り と

　 　 そ う だ 　3 ：少 し そ う だ 　2 ：あ ま り そ う で は な い

　 　 　1 ：全然 そ うで は ない 」 の 5 段階 で ある 。〉

  意 義 〔目的 、良い 点 両質問 に 対 し該 …
L

冐 る選 択肢 に は0 を

　　 記 人 す る 。 ○ の 数 は 限 定 し てい な い ．｝

　日 的 ：
「

何の た め に 読 書 を し て い る場 合が 多 い で す か 一の 質問

　 　 に 対 し12選択肢 に つ い て 解答

　良 い 点 ：
「

読 書 をす る と ど ん な よ い こ とが あ る と 思 い ま す か 」

　 　 の 質 問 に 対 し 12選 択肢 に つ い て解 答

　選択 肢項 L，］は 、TABLE 　4 に 挙 げ た 項 臣 で あ る。

IIE 感 情

　  　好意度 （
「あな た は読書が 好 き で 3 か

」
に 対 す る 5 段 階評

　 　 定 ）

　  　印 象

　A 　肯定的 印象 （
「お も し ろ い 1

「

明 る い 気持 ち に な る 」 へ の 5

　 　 段 階評 定｝

　 B　否 定的 印 象 1「
つ ま らな い

聖
「
た い へ ん 1

「
嫌 な 気 分 」

「

暗 い

　　 気 持 ち 」
へ の 5段 階評 定｝
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結 果

1　 読書 に 対する概念 曜 え 方） と感情

｛1） 評価 ：学年別平均評定値 を TABLE 　2 に ， 分散分析

結果 を TABI．E　 3 に 示 す e 「良 い 1 に つ い て の 各学 年の

平均評定値は 「4 良 い 」以 ヒで あ り ， 「悪 い 1の 平均評

定値 は 「2 あ ま り悪 くな い 亅以下 と 5 段階評定の平 均

値が 中央値 3 よ り偏 っ て い る 。 分散分析の 結果 ， 厂よ い 」

の 評 価 に は 学 年の 主効 果 が な い 。 評定人数を調 べ て も．

「2 あ ま P 良 くな い ， 1 全 く良 くな い 」 は お ら ず，「5

と て も 良 い 」が 小 3　 ユ07名 ，ISO％）， 小 5　 100名

（55％），中 2　103名〔55％ ），「4 わ りと良 い ，3少 し 良

い 」が 小 3　 26名 〔20％ 〕
， 小 5　 54名 （3i，％ ）

， 中 2　 813

名 （45％冫で あ っ た。た だ し，15 と て も よ い 」と 「4 よ

い 」の 評定人数 に は 学年差 が あ り てx
’＝21．63、df＝2，　 p〈．

OOI）， 学年 と共に 「5 と て もよ い ．亅が 減 り 「4 良 い 」が

増加 して い た。 こ れ ら の 結果 か ら，調 査対象者 の 小 中

学生 は 「良 い 」と い う評価 は 共有 して い る こ と ， だが

高学年ほ ど，極度 に よ い も の と は し な い こ と が 示 さ れ

た。

  　意義 ：意義選択肢の 選択数を見 る と （T へBL巨 2），「ギ

学 年 ほ ど選択 数 が 増加 し て お り，分散 分析 の 結果 ， 学

年 の 宅効果 が有意 で あ っ た ｛TABLF ：　IS＞。 こ の 結 果 は ， 学

年 と共 に 意義を よ り認識す る よ う に な る こ と を 示 し て

い る とも考 えられ る。だ が ，本結果 だけ で は，選択肢

を選 vS ；時 に よ り多 くの 選 択肢 を選 ぶ こ とを示 して い る

に す ぎ な い 可 能性．も考 え ら れ る 。 ま た 読書の 意
．
義 を 全

般 に よ り重視す る よ うに な るの か，それ と も特定 の 意

義 に 関 し て の 認 識 が 高 ま る の か ，あ る い は よ り様 々 な

種類 の 意義を認識で き る よ う に な る の か ，い ずれ の 可

能性 を示 して い るの か を結論 づ け る こ と は で きな い 。

　 こ の 点を さ ら に 検討す る に あ た り， 選択肢 の 主成分

分析 を行 い ，意 義内容 の 整理 を行 っ た u 尚，分析 に あ

た っ て は ，被調 査者 の 選択 反応 率が 低 く，全体 の 1  ％

に 満 た な い 3項 目（M3 偉 い 入 に な れ る．e1先生 や お とう さ ん，

お か あ さ ん が よ い とい うの τ，03偉 い 人 に なれ るか ら〕 は あ ら

か じ め除外 し た。分析 に は，SAS の PRINCOMP プ ロ

シ ジ ャ を使用 し た 。 そ の結果 ， 固有値が 1 以上 の成分

が 6 成分 あ っ た が （ee　i成 分 4、54．第 2成 分 273 ，第 3成 分

1．66．第 4 成 分 1．45，第 5 成 分 L25 ，第 6 成 分 ］．12）， 第 3 成分

まで が 明確な解釈 が 可能で あ る こ とか ら第 3成分 まで

を 取 り上 げ た 傑 積寄 与 率 43鮒 。

T，SBLE 　2　読書量 ， 概念 ，感情各変数 の学年別平均評定値 （SD）

変数 ／ 学 年 小 3 小 5 中 2

・ 欝 騰 i… 。…

　　　　 時 間　 i2 ．5 （1．o）

II評 価 良い　　　i　 4 ．5 （11 ）

　　　 悪 LI 　　　　i　l，3　（0．8）

藤 翻 数 i・．9 ・・．6・

　　空 想 ・知識　　iO ．｝6 （0．12）

　　暇 ・気 分 転 換　ie ．31  ．31）

　　成績 ’賞 賛　　io ・29ω・3王）

III感情 好 意度　　i　 3．9 （1．2）

　　龍 的 印象 i・．8 （・ 1＞

　　 否 定的 印 象　i1 ．9 （｛）．9）

3　2　（0．9）　　2．6　（1．O｝

25 （1．〔｝）　 2．6 （1．2｝

4 　4　〈1．〔｝）　　4 ．3　‘1、O｝

1、3　（O，5）　　1．5　（0、9｝

6　1　（4 ．4）　　7．5　（4．3｝

O 、26 （O ．28）　 0 、38（0．31＞

D、33（0．33）　 0．37｛O，32＞

｛｝　24（｛｝．32）　 0．工3（O．24）

34 （ユ．0）　 3．4 （1．1｝

3．6　（1、0）　　3．5　（0．9，

1．9　（  ．7｝　　2．1　（0．8｝

注 　読書 冊数 は、最大評 定 値 6 、読書 時 間、評 価、感情 はい

ず れ も最 大評 定値 は 5 で あ る 。意義選 択 数 は 、目的 ・良 い 点

の 両質問に お い て 各自が 選 ん だ選 択肢 の 合計数 で あ り、最 大

で 24 ｛選 択肢 総 数 ｝ で あ る。意 義評 定 値 は、各 内容 に該 当 す

る項 目数 が 異 な る た め 、選択 し た 数／ 各 内容 に 該 当す る選択

肢 総 数 を 各意 義評 定値 （最
．
大 値 LD   と し た。

TABLE　3 読書量、概念，感情に関する各変数の分散分析結果

変 数 学 年 （df二2）　 学年 問の 対 閊検 定 結 果

5
男 女の 人 数 に は 学年 に よ る有意 な差 は な い （df− 2，　 X

’ ＝4、｛6

　 ns ．）。小学 校 に お け る地域 差 は，読書 量 に お い て は 漁村 部 と 都

　 市 部 で 違 い が あ り，小 3．小 5共 に 都 市部 の 方 が 少 な か っ た が

　 〔F（1．306）− 6．56P （．05＞，意 義，評 価，感情 に 関 し て は い ずれ

　 も統計 的 に 有 意 な違 い は なか っ た の で．ま と め て 扱 う こ と に し

　 た ．

5
読書 量 を測 る 指標 と し て は

一．
般 に ，月 あ る い は 週 あ た 「）の 読

　書冊 数 を 用 い る こ とが 多 い 。だ が，小 学 校 低学 年 と中学 生 で

　 は，読 む本 の 頁数，1 冊読 む の に か か る時間 等 も異 な る と考 え

　 ら れ る 。本 研究 で は
， 被謂 査者の 年齢に 5 年の 幅 が あ る の で t

　 IH あ た りの
’1’二均 読 書 時闇 と月 刊読 書冊 数 と い う Lt種 の 評 定

　 を も と め ，そ の 合 計値 を も っ て．各 自の 読 書 暈 評 定 値 と し て 扱

　 う こ と に し た。

［ 行動 量 冊 数

　 　 　 　 時閊

II 評 価 良い

　 　 　 悪 い

　 意義 選択 数

　 　空 想 ・知識

　 暇 ・気 分転 換

　 成績 ・賞賛

ill感情 垂了意度

　 肯
．
定的 印象

　 否定的印象

5L6 鎚8n

．s，

　 ll．s．

4．o”

16．］ti ’

26．3．．8

　 n ．＄ ．

127 拿 ゜ 璋

7，9亭鱒

62 寧鱒

3．38

小 3一小 5一中 2

　 小 5 一中 2

ノ亅、3一ノ亅、5一中 2

小 ：i一小 5一中 ？

小 3一中 2 、小 5一中 2

小 3 ．小 5 、小 3 ．中 2

　 　 小 3 中 2

　 　 小3一中 2

99

注 　表 内の 数 擡は F値 。
4elticは p 〈、OOI，緋 は pく．01，＊ は く．05 を

示 し て い る。対 問検 定 は シ ・．フ ユ、の 方法 に よ り，有意水 準 5 ％ で

行 っ た 。A − B と 対 間検 定欄 に 記 さ れ て い る箇所 は．　 A ．　 B 問 に

有意 差 が あ っ た こ と を 示 し て い る 。
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　 こ の 3成分 の 主成 分重 み 行列を記 し た の が ， TABLE

4 で あ る 。 第 1成分は 空想や感動 で き る ，考えを深 め 知

識 を 得 る と い う認知 的内生的意義を ， 第 2成分 は 暇 つ

ぶ し ， ゲ ラ ゲ ラ笑 え る な ど気分転換 を は か る生理的 な

内生 的意義を
， 第 3 成分 は 国語の 成績が あ が る ， 先生

や父 母に ほ め ら れ る と い っ た 外生的意義を表 わ し て い

る と考え ら れ る。し た が っ て 問題 の 所 で 想 定 し た 行動

の 意義 に 関 す る枠組み を妥当な も の と し て 用 い る こ と

が で き る 。 ま た ， Grealley＆ Newmal1 が 示 し た 楽 し

み ， 逃避，功利性 の 3 機能 に 対応 し て お り ， 読書の 機

能 に 関す る従来の 知 見と も
．一

致す る もの で あ る。

TABIE　4　読書意義 に 関する主成分分析結果 ：主成分重み行列

選択肢項冖 第 1成分　　第2成分　　第 3成分

ML 先生や冥母に ほめ られる　　　　　　 ．03

M2　国語の成績があがる　　　　　　　　 ．帖

M4　空想し た り夢を描くことが で きる　　　．28

M5 　友達ヒ同じ話が で きる 　　　　　　　 ．16

M6 　ノラデラと笑えて楽しむこレがで きろ　　　．IO

MT 　感動できるから　　　　　　　　　　　30

Ms　気分転換に な るか ら　　　　　　　　　．2G

M 管 暇っ ぶ しに なるか ら　 　 　 　 　 　 　 　．08

MIO 物事を深く考えるきっ かけになるから　　　　．29

Mll いろいろな人の考え方に ふれられるかろ　　．31

M12 新しい知識をふ や すノこめ　　　　　　　　．28

02　国語の戎績をあげ るため　　　　　　　 ｛め

O』　睾態した り夢を描く二 とカcで きる　　　　28

05　友達と詁があうか ら　　　　　　　　　　且5

〔｝6　げ らげら笑 うこ とがで きるか ろ　　　　．10

07　感勤で
「
きるカ・ら　　　　　　　　　　　　　．29

0S　気分菰換に なるか ら　　　　　　　　　．19

09　暇つ ぶ しに なるか ら　　　　　　　　　　．06

010物事を深く考えるきっか けになるかう　　　　．28

011い ろい ろな人の 考え方にふれ1うれるかろ　　．31

012 新しい 娥識をふ や すため 　　　　　　　．26
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の 内容 で も単調 に 増加 す る は ずで あ る。だ が ，内容 に

よ り異 な る変化 が 見 ら れ る こ とか ら， 被調査 者は意義

内容 を よ く考え た上 で選択肢 を選び ， そ の 上 で 意義 の

認識 に年齢変化が あ る と考 え られ る。本結果 は ， 読 書

に お い て は高学年ほ ど認知 的内生的意義を よ り重視 す

る よ うに な り ， 外生的意義 は 重視 しな くな る と の 予想

を 支 持す る も の で あ り， 学年 に よ り 重視す る意義が 変

化 す る こ と が明 ら か と な っ た。

　次 に ， 意義選択 パ タ
ー

ン を調 べ た の が ， TABLE 　5 で

あ る 。 選択 の 仕方 に ， 学年に よ る違 い が 見 ら れ た （ガ ＝

32．82，df＝4，pく．0011。小 3 ，小 5 と中 2 で 違 い があ り， 小

3 ， 小 5 で は 1 種類 の 意義 だ けを選 ぶ 割合の 方が 高い 。

一一
方 ， 中 2 で は 1種類， 2種類 の 意義選択人数 の 割合

は 同程度で あ り， 2 種類選択 の 人数 は学年 と共に増 え

て い る。すなわ ち ， 中学生 で は読書 と い う活動 に 複数

の 意義を 認識す る者が 増 え，特 に 「空想 ・知識」と 「畷・

気分転換」 と い う内生的意義 を重視す る者が 多 くな る

こ とが
， 示唆 さ れ た 。 こ れ は 高学年で は 読書 の 機能 を

分化 し て 認識す る者 が 増 え る こ と を示 す と考 え ら れ る。

TABL 翼 5　意義の選択 パ ター
ン 学年別 人数 （％ ）

選 択 パ タ
ー

ン ／ 学 年 小 3 小 5 中 2

1意 義 選 択 84人 （5s％） ］鰓 （62） 8：粥 2）
．．．．．．．　　　　　．．．．．．．一一．7「「．一．．一」齟L・iL．．．．．．． ．．．．．．一．一．．．．一一一．．．．．
空 想 ・知 識 27〈18） 51〔31） 5D（26｝

暇
・気 分 転換 42〈29） 43（26＞ 29（15｝

戚 績 ・賞 賛 15〈1ω 8（5＞ 4｛2）

2 意義選 択 22〈15） 3亅（2D82 （塩2：ト
「■「．．．一．一．一．．．一．．一．．．．「 ．．．．．一．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．冒■■丁匿一「一．幽．．
空 想 ・知 識 と暇

・
気 分転 換 8（5） 21 （t3） 72｛37＞

成 績 ・賞 賛 と暇
・気分 転換 4（ 3） 3（2） Ol ω

空 想 ・知 識 と成績 ・賞 賛 10（7） 10（6＞ 1015 〕

3 意義選 択 】o（7） 9（6｝ 9｛5）

その 他 30（21＞　　　　19（12｝　　22（ll）

注　太字で 記与れてい るの は，負荷量が ？5よt）k きい 項目で あるn

　そ こ で 負荷量 が ．25よ り大 き い 選択肢 を各成 分 の 選

択肢 と し て 選 び，「空想・知 識 拝 暇 ・気分転換」「成績 ・

賞賛」 の 3種類 の 意義 とした 。 そ して ， 各意義に 関 し

て 学年別平均評定値を も と め た （TABLE 　3）。分散分 析 の

結果 ， 「空想 ・知識 」 と 「成績 ・賞 煢」 に お い て学年差

が 有意 で あ っ た 〔TABLE 　3｝。 「空想 ・知識j の評定値．は

学年と共 に 高 く な る の に 対 し，反対 に 「成績 ・賞賛 」

の 評 定値 は 学年 と共 に 下 が っ て い る。自由選択の 際に

単 に 選択肢 をよ り多 く選 ぷ よ う に な る だ け な ら ば，ど

注 　ある 意義 に 属 V る選 択肢 を最低 2肢 以 上 選択 し た場 合 に ，そ

の 意 義 を選 択 して い る と判 断 し，選 択 パ タ
ー一

ン の 分類 を行 っ た e

「
そ の 他」に 属 す る 者とは，い ず れ の 意 義 に お い て も 2肢 以 上 の 選

択 を 行 っ て い な い
．
各 で あ るD

〔3｝ 読書 に対す る感情 ：感情 に 関す る 各指標 の 平均 評

定値を 示 し た の が ，TABLE 　2 で あ る 。 好意度 と肯定的

印象，否定 的印象 い ずれで も学年の 主効果が み ら れ た。

評定 人数 を み て も．「2．あ ま り好 きで な い
， 1．全 く好 き

で な い 」が ， 小 3　 21名 （1・】％），小 5　 30名 （ユ8％），中

2　 36名 （18％ ） と割合が増加 し て い た 〔xi ＝20、6．d正＝4、

一 100
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p〈．OO1）。 ただ し ， 「5．と て もす き ， 4．す き」は小 3　 99

名 C68％ ），小 580 名 （4ny．　9／．）
， 中 28   名 （45％〉 と ，

中 2 で も好 き な者 も半数弱 は い る 。 す なわ ち ， 学年 と

共 に 皆 の 好意度 が低
一
ドす る の で は な く， 好 き な 者も い

る が ， 好き で な くな る者 の 人 数が ふ え て い くこ と が 明

ら か に な っ た。

2　 概念 ， 感情 ， 読書量間の 関連

　学 年と概念 （評 価・意義〉 を説明変数 と して 感情 （肯 定

的 印象 ｝を予測 す る重 回帰分析 ， 年齢，概念，感情を 説

明変数 と し て 読書量 を予測 す る重 回帰分 析 を行 っ た。

概念 に 関 し て は ， 各 意義内容 問の相関は有意 で は な く，

ま た 評価と各意義 と の 相関 も．20以下 と低 い の で ，各 々

を独立 した変数 とし て取 り上 げ た。感情 に関 して は ，

好意度 と肯定的 印象問 は相 関 が ．5  と 高 い の で ，複数 の

評定項 目の 合成変 数 で あ る肯定的印象の み を感情の 変

数 と し て 分析 に 用 い た。

　結果が ， TABLE　6 で あ る。肯定的印象を予測 す る要

因 と し て は，学年，評価 ， 1空想 ・知識」の 3 変数が ，

読書量 に 関 して は 肯定的印象 と 「暇・気分転換」， 学年

の 3 変数が有意で あ っ た。い ずれ も決定係数 が ．37 （p

〈．001），、30 〔p〈．0  1）で あ り， 決 して 大 き な値で は な い

が，概 念と感情が 読書量 を予測す る こ と が 示 さ れ た。

ま た さ ら に
， 「空想 ・知識」 は 肯定的印象 は 予測す る

が．読書量 は直接に は 予測 し な い の に 対 し，「暇 ・気分

転換」 は 肯定 的印象 は 予測 しな い が 読書量 は予測す る

と い うよう に ， 意義内容 に よ り与 え る影響が 異 な る こ

と が 明 ら か と な っ た。

TABLE 　6　概 念 、感情 と読書量 の 関運 ：変 数問 の 相 関行 列 と 重同帰分析結果

相関 行列 重 回帰分 析結 果 β

変 数 名 掌 年 評価 空想 ・知 識 成 績 ・賞賛 暇・矯 転換 肯定 的 印象 読 書量 肯 定的 印象 読書量

学年 1．00 一，08 、3P 鱈 一．218轄 一．D98 ．穏 桝・ 一．24‘勧 一．24重‘‡ 一、19零 舛

評 価 LOO17 覇は ．1ユー o呂 ．50輯蓼 ．28蓼鱈 ．43鱒． ．04

空想 ・知識 1 、oo ．08 ．04 ．34鱒 蓼 ．14榊 ．34魯料 ．D5

成績
・
實賛 1．00 D1 一．〔｝4 ．08零 ，D8・ ．oユ

暇 ・気 分転 換 1DO ．D5 ．07 一．91 ．10零 回

肯 定的印 象 ユ．D〔〕 ．48鎚． ．45 帥 專

一．
注　β は重 回 帰 分析 に お け る標 準偏 回 帰係数 で あ る。

　 楙 p〈．OOI　 Pt 　p 〈．0ユ　 ＊ p（．05 を表 わ し て い る 。

考 察

　本研究で は，読書を取 り上 げ，活動 に 対 す る概 念｛捉

え方 〕や感情 の 年齢 に よる相 違 と， 概念 や感情 と行勤量

との 関連性を小 ・中学生 を対象 に 検討 し た。そ の 結果，

主 な結果と し て 次の 3 点が 明 ら か に さ れ た。

　第 1 に ，読書 は 1良 い こ と」 との 社会 的評価 を学年

に よ ら ず皆が共 有し て い る こ とが 明 ら か に な っ た。こ

れ は ， 現在の 私た ち に と っ て は 当た り前 の よ うで あ る

が ，歴史文化 的 に 考 え るな らば本を読む こ と を誰もが

よ し と す る の は 近代以 降 の 評 価 観 で あ り 〔Engetsing，

1973 ）， わ が 国 で は 子 ど もの た め の 童 話が書 か れ ， 子 ど

も が 自分 で 本 を読 む こ と は主 に 大 正 期以 降の こ と で あ

る （佐 々木，1987 ；福 武教 育研 究所，19S5）。歴 史的観 点 か ら

考え る な ら ば，厂良い 」と い う評価 の 共有 は ， 読 書に 関

し て 私た ち が あ る社会的表象 （Mosc 。 vici ，1990 ： Duveen ，

G ＆ L1・ ｝
・ti，B　1990 ＞ を形成 し伝達 し共有 し て き て い る こ

と を 示 し て い る と推 察 され る 。

　 た だ し ， 被調査者が 「読 書 は 自分 に と っ て よ い こ と

か 」と い う問 い と解釈 して 評 定 をした の か ． 「
一

般的に

み て よ い こ と と考え られ て い る か 」 と常識 を問 う問 い

と し て 評定 を した の か が ，本研究 で は問 い が曖昧 なた

め 明 ら か で は な い 。 こ の 点 を識別 し て さ ら に 聞 う 必要

が あ っ た と考 え ら れ る 。 ま た 他 の 日常的 な行動 に 関 し

て も 評価 を求 め，f良 さ」を比較 する こ とも今後必 要 だ

と 考 え られ る 。

　第 2 に ， 意義 に関 し て は，高学 年ほ ど 「成績 ・賞 賛 1
と い う外生的意義を重視 せ ず ， 内生的意 義を 重視す る

こ と ， 中学生 で は 1意義だ けで な く 「空想 ・知 識」 と

「暇 ・気分転換」 の 2 意 義を重視 す る 者 が 多 い こ とが

示 さ れ た 。 読書 で は ， 認知的な能力 が 必要 と され る の

で ， よ り深 く理 解で き る に つ れ，そ の 行 為 の 過程 自体

を 楽 し む こ とが で き る よ うに な り ， 内生的意義 を重視

す る よ うに な っ て い くの で は な い か と推 察さ れ る。

　Engelsing（1973 ）は ］8世紀 か ら19世紀 の ドイ ツ で の 宗

教 的 な本 か ら娯 楽の本 へ と い う読む本の変化を ， Char 一

一1〔〕1 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

468 秋 田 ・無 藤 ：読 護に 対 す る 概念 の 発達 的検討

tierG9851は フ ラ ン ス で の集団読書か ら私的読書 へ ，音

読 か ら黙読 へ と い う読 み 方の 変化 を．Golden　qggo ＞は

米 国 に お け る 子 ど もの為の 本が ， 教育的目的の本か ら

楽 し む事 を 目的 と し た本重視 へ と変化 し て き た こ と を

記 して い る。また滑川 C］9．　78）はわが国で は修養の 糧 と

して の読書か ら，教養勉学の た め の 読書へ ，さ ら に 娯

楽 と して の 読 書 へ と読書が変化 し， か つ 多目的化 し て

きて い る点 を指摘 し て い る。本結果 で 得ら れ た「空想・

知識」 「暇 ・気分転換 」 の 重視 も 1 つ の 文化 的時代的概

念 （捉 え 方） を示 して い る と考え ら れ よ う 。

　良 い と の 評価 は 共 有 し て も， 意義 の 選択 に は学年差 ，

学年 内 で の 個 人差 が み ら れ た 。
こ の差が 生 じ る 過 程 ，

意義 の 認識 の 形成過程を調べ て い く こ とが 今後 の 課題

で あ る。「学年 に よ る違 い 」 と い う際に ， r学年」が意

味 す る 内容 は ， 認知 的能力な の か ，生活様式 や学校経

験 の違 い な の か は，本研 究 で は 同定 で き な い 。 こ の 点

も概 念 醍 え方）の 形成 を考 え て い く上 で ， 更 に詳細な

検 討 の 余地 が 残 さ れ て い る と考 え ら れ る。

　第 3 に ，概 念，感情，読書 量 の 関連性に関 して ， 「空

想 ・知識」 の 認識 と評価 が肯定 的印象 を予測す る こ と，

読書量 を主 に 予測 す る の は 肯定 的印象 で あ り，概 念 は

あま り予測 しな い こ とが示 された 。 また ， 「空想 ・知識」

は 肯 定的 印象 を 予測 す る が 読書量 は 直接 予 測 せ ず，

「暇 ・気分転換」 は 感情 は予測 しな い が 読 書量 は予測 す

る とい うよう に ， 意義 内容 に よ り影響 も異な る こ と も

示 唆 さ れ た 。 1
．
空想・知識」を生じ る本や 読 み 方 と「暇 ・

気分 転捌 を生 じる本 や読 み 方 は，お そら く異な っ て

お り， そ れ が 上記の よ うな結果を 生 ん だ と推察さ れ る 。

　本研究で は読書量 を問題 に し，読 む 本 の 内容や読 み

方な ど読書 の 様 式 と い う質的問題 は取 リ ヒげな か っ た 。

小 3 か ら中 2 と い う広範な年齢層を対象に 「読書」 と

い う語を 用 い て 質問 を行 っ た が ，各年齢児 が 思 い 描 い

た 読書 の あ り方 は 異 な っ て い る か もしれ な い
。 意 義の

年齢変化を明ら か に す る研究の 第 1歩 と し て，1読 霽」

と い う共通 の 語 を用 い る こ と で 全般的傾 向を検討 して

きたが ， さ ら に各学年に お け る特徴を検討 す る た め に

は．行動様式を問題 に し，概念や感情 と行動様式 の 関

連性 の 検 討が必要 と考 えられ る。

　 また 1問題 」の 所 で も述 べ たよ うに ， 本研究 で は概

念 （捉 え 方｝・感情
一・読書量 の

一
方 向 を仮 定 し て 分析 を

行 っ た が，読書量 →概 念 ・感情 の 方向 も当 然あ り，検

討 す る 必 要 が あ る 。 そ れ に は ， tt問紙 に よ っ て あ る
一

時点 に お け る三 者 の 関連性 を調 べ るだけで はな く，読

書経験 と概 念 （捉 え方 ） の 力 動的過 程 を追 う工 夫が必 要

と考え ら れ る 。

　本研究 で 用 い た質問紙調 査 は ， 言語産 出能力が 関与

し や す い こ と ， 現実よ り も よ りよ く見 せ よ う と望 ま し

い と考え ら れ る方向へ 同答 が 偏 るな どい くつ か の バ イ

ア ス が 問題 点と し て指摘 され る こ と が ある 。 だ が ，本

質問紙は 自由記述式で は な く選択式 や評 定式 で あ る の

で 言語産 出能 力 は 関与 し な い
。 ま た行動実態を 調 べ る

た め の 観察に か わ る代替手 段 と して 質 問紙 を用 い る の

で は な く，行動 に 対 す る概 念 （捉 え カ ｝ を中心 に し た 研

究で あ り ， 自覚的認識 を捉 え る た め に は 質問紙 は望 ま

し い 方法 の ユつ で あ る と考 え られ る。ただ し， 読書量

と い う実態を捉え る質問項 目 に 関 し て は，評定 の み で

な く，生活時間 の 記述や実 際 に 1 か 月 の 間 に 読 んだ著

作 名 を書 か せ る な ど評 定 の 裏 付 け を と る こ と が 必 要

だ っ た と考え られ る 。

　以 ヒ，本研究 で は，読 書 と い う 日 常的 な 文化 的行動

の 意義の 認識に焦点を あて て研究を行 っ て きた。外生

的意義か ら内生的意義 を重視 す る よ う に なる発 達的変

化 は
， 読書行動 に 固有の特徴な の だ ろ う か ， そ れ と も

様 々 な 生活行動の 意義概念 〔捉 i 方） に 同様 の 変容 が み

ら れ る の だ ろ う か 。行動 の 目的 や 意義 の 認識 に 関 す る

研 究 は ， 学 業行動 に関す る研究が 中心 で あ り Φ “
．
eck ，

19S6　速 水 ・伊 藤 ・吉崎，ユ988），他 の 行動 に 関す る検討 は

あ ま り行 わ れ て い な い 。し か し
， 文化的な活動の習得

を発達 的 に検討 し て い く た め に は，ど の よ う に 行動 し

て い る か と い う行動様 式 の 検 討 だ け で は な く， 子 ども

が そ の 行動 を自分 に とっ て どの ような意味を持 つ も の

と して 捉 え て い る の か と い う意義 の 認識 の 検討 も重 要

だ と考 え られ る。 様 々 な生活行動 に お け る 意義の 認識

の 比較研究 も ， 活動 の 習得を検討す る の に は必要な の

で は な い か と考え られ る。

　ま た ， 本研究で は 小 ・中学生 は，読書 に お い て ， 空

想 や 感動 と い う 意義 も 重：視 し て い る こ とが 示 さ れ た。

だが ，
こ れ ま で の文章理 解研究の 多 くは，思考 ・知識

獲得の た め の 読書 の 過程 を問題 とす る研 究 で あ っ た 。

空想 や感動 が 生 じる 認 知過程や ， そ の過程に 影響を与

え る要囚を明 ら か に し て い くこ と も，現代 の 日常生活

の 中で の 読書 を考 え て い くの に は 必 要 と 考 え ら れ る

（秋田、1991，199！）。 社会 文化的な 生活環境の 中で行 っ て

い る読書が実際 に ど の よ う な 過程で あ る の か ，ま た そ

の 行 動 に 対 し行動者 自身 が ど の よ う に意味を与 え，目

的 をも っ て 行動 して い くの か を，よ リ詳細に検討 し て

い く事 が ，文 章理 解研 究 を 発展 さ せ る 上 で
， 今後必要

な課 題 の 1 つ で あ る と考え ら れ る 。

一一1〔）2−．
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