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の 場 を も含め て
， 人間 の 発達 の 育成助長 に 関係 あ る旁野 が 主 で あ っ て ，経 済成長 に 直接 に 奉仕す る と考 え られ る

分 野 へ の 心 理 学者 の 進 出率 は絶 対 数 の 増 加 に 拘 らず 未だ 低い 。（4） そ の 他

703　欲求の 概念 、特 に そ の価値的性格の 問題 ： 黒 田正 典 （新潟大学）

　　　　 戦後 心 理 学 の ブ ーム は 「緊張解消説」的 ，
ヘ ドニ ズ ム 的効果を も っ た か に み え る 。 諸学説 を詳 し く見 れ ぱ ， 心

　　　理 学 は 快 楽 主 義的 思 想 の 上 に の み立 つ もの で な い 。 しか しそ の よ うな 効 果 は 欲求 の 概念 の 思 想 的 背 景 そ の もの に

　　　 も一
半 の 責任が ない わ け で は ない 。 よ っ て そ の 再検討 を試 み た い 。 特 に そ の 「よ い 」 「わ る い 」，広 くは 「価値

　　　的」 「反 価値 的」 性格 にっ い て 問題 が存 す る。臨床 心理 学 者が ク ラ イエ ン トに 接す る と ぎ，あ る い は 心 理学者 が

　　　社会事 象 の 評 論 を す る と き は ， 心 理 学 的 操 作 を も っ て の み な らず ， 思 想を もっ て 接せ ざ る を え ない 。 欲 求 ・欲

　　　望 等 の 思 想 が 問題 に な ら ざ る を え な い e ニ ーチ ェ心 理学や 成層理 論 な どを 参 照 し つ つ ，第三 の 性格 づ け を試みた

　 　 　 い 。

704　教育心 理学 の 実践的研究法 ：相 馬 勇 （宮城県吉 田小学 校）

　　　　 教育現実 の ，心 理学的 な局面 に 関 して ，も し我 寂 が科学的方法に よ っ て 観察 し ， 実証 し ， 実 践 的展開を しよ う

　　　 と す る 場 合，必 ず と い っ て よ い ほ ど ， 学問の 無力 さ を 感 じ る 。 教 育 的現実 の ，あ る 限られ た 極 く狭 い 部分 に つ い

　　　 て ，既 に 解 明 され た心 理 学的 法 則 に よ り処 理 で きる場 合は 別 で あ るが ，多 くの 教育 の 場 は，科 学 で 解け な か っ た

　　　 多 くの 要素 を含 ん だ全体 とし て，我 々 の 前に在るの で あ る 。

　　　　 こ の 教 育 の 場 に あ っ て 全体的な現象 を，合理的に 分析 し説明 し，次 の 展開 へ の 科学的 基礎 を与 え る に は ， 現在

　　　 の 教 育 心 理 学 の 研究 法 を深 く反 省 し な け れ ば な らな い 。 そ の
一

っ の 試 み と し て，こ こ に，実践 の 立 場 か ら ， 教 育

　　　 心 理 学 の 実践的 研究法 を考 え て み よ うと す る 。

705　教育心 理学 に お け る 方法 の 問題 ；千葉 胤成 （日本大学）

　　　　 教育 の 実践 に 参 与 す る 心 理 学的事象 を 認識 し 解明す る の み な ら ずそ こ に 生 起 す る課 題 を解決 し か つ 適切 な効果

　　　 を も た ち す た め の 心 理 学 的 知 見 と 技 徹 こ つ い て 研究す る の が 教育心 理学 の 任務 で あ る。そ れ 故に 研究1・c 際 して は

　　　 そ れ に 即応 した研究法 が 配慮 されな け れ ば な らな い 。しか る に そ の 方法は 多 くは
一

般心 理学の 方 法 が 適用 さ れ る

　　　 が そ れ ら方法実施 の 心 構 え お よび結果 の 意味に 独 特 の も の が あ りか つ ま た教育者 と被教育者 と の 生 々 流動 す る 相

　　　 互 交 渉 とい う教 育 事 象 の 特質上 そ れ ら 仕方 の 指導的役 目 を な し か っ こ れ ら 仕方 の 基 礎 的意 味 を も つ 方 法論 的 特殊

　　　 の 立 場 が 考慮 さ れ な けれ ば な らな い 。しか もそ れ は 単 な る恣意 的 主 観 性 と解さ るべ き で な く必 然的客観性を も

　 　 　 つ e

4． 精　 神　 薄　 弱

307　精神薄弱児 に お ける学習能 の 構造 と学習の 条件 ；西 崎清 （岡 山 県 立 由 加学園）

　　　　精神薄弱児 は 測定知能値が低 L・の で 学習能力が 弱 い と され て い た が，学習 内容に よ っ て は 必 ず し も弱 い と言 い

　　　 ぎれな い もの が あ る。例 え ば，運 動 ・ 感 覚学 習 に お い て は 優れ た 能力を 示 す も の が い る。こ こ に 彼等 の 学習能力

　　　 の 構造 と 学習 の 条 件 に 正 常 児 と 異 な る も の が あ る こ と が 予想 され る 。 こ れ ら の 特性は   知能 の 中に 含 まれ る 情意

　　　的 な もの の 影響   心 哩発達が 年令的 に 質的 に 独 自 な段 階 で 経 過 す る，  学習能が 正 常 に 機能化 す る の は 12才 ご

　　　 ろ か ら で あ る ，  正 常 な 機能 化 に 必 要 な条 件は 言 語 的 発 達 と情意的発達で あ る，  病原 学 的 な特 殊 の 型 の も の は

　　　正 常化 が 困難で あ る、  心 理 約 発 達 の 個 入 差 は 複 雑 で巾が 広 い ，  個 人 差 は 環 境 と 指導 法 の 影 響 を 受 け る こ と が

　 　 　 大 ぎい 。
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