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406 学習 プ ロ グ ラ ミ ン グの 実 験心理 学的研究一1加 法 九 々 プ ロ グ ラ ム の フ レ ー厶 の 検詼1｝一

407　同上 　
一

皿加法九 々 プロ グ ラ ム の フ レ ーム の検討 
一

408409同 上 　一甅読図 学習に お け る論理 的記憶 と機械的記憶 との 比 較一

同上　
一W読図学習効果の 記号 カ テ ゴ リー別検討

一 ：堀内敏夫 ・  藤原喜悦
・松野豊 ・  小 池栄一 （東京 学芸

　大 学） ・  竹内泰之 （学習研究社） ・  伊東欣二 （東横学園）

　 近年米国 に お い て ，学習能率向上 の 方法 と して ， テ ィ
ーチ ン グ ・ マ シ ン 運 動 が脚光を あ び て お り，我 国に お い

て も昨年位か ら，視聴覚教 育 関 係者に よ っ て 紹介 され，各方面で 話題 に な っ て きて い る。本研究 は ， こ の テ aH
一

チ ン グ ’マ シ ン の プ ロ グラ ム の 心 理 学的 研 究 の 第一
歩 と して ，立 教 小 学校 の 小 林善彦 氏 に よ っ て 試 作 さ れ た プ ロ

グ ラ ム を実 験 材料 と し，そ の 通過率か らプ ロ グ ラ ム の 問題点を検討 し，プ ロ グ ラ ム 作成 の
一般 的 問題 の

一助 と す

る 目的で お こ な っ た 。 未 だ未開拓 の 分野 で あ り， 満足 の い く結果 は 得 られなか っ たが ，
プ ロ グ ラ ム 作成技術上 の

suggestion は か な り得 られ た と思 うo

13． 学　級　構　造

601 社会的地位の 低い 児童の 人格的特性 ：宮脇修 （加 納小 学校）

　　　　一般 に 学級内で の 社会的地 位 の 低い 児 童 を二 通 りに わ け る と，反 社 会 的 児 堂 と非 社会的児童 と に わ け ら れ る。

　　　 こ れ ら， 反 ・ 非社会的児童 に は ， ノ ーマ ル な児童 （社会的地位 ） と比 べ て，それぞれ 行動的特性 ， あ るい は 人 格

　　　的特微 が あ る よ うに 思 わ れ る 。 ソ シ オ メ ト リ ッ ク 。テ ス トを行 っ て ， 社会的地位 の 低い 児童 を え らび，こ れ らの

　　　児童 に 共通する 人 格的 ・行動 的 特性 を ， 追求 し て み よ うと し た 。 （特 に適 応 力 ， 要求不 満 と い っ た 面 に 考察を し

　　　 て み る 。）　　　　　　　　　　　　 ，

602　学級 に お ける リーダーに つ い て ：久 保 田 貞慶 （蕨市立 第二 中学校）

　　　　 Leade 「 ship の 問題は ，種 ・々な角 度か ら検討 され て 来た が ，本 報告 で は，知能 ・学力 ・性格
・基本的欲求等

　　　 の 面 か ら，Leader が 共通に 有 し て い る特質 を持つ 者 が，す べ て ，　 Leader で あ る か 否か を考 察 して み た い 。

　　　 「逆 必 ず し も真な らず 」 とい う言 葉が あ る が，一般 に 見 受 け られ る 報 告 は，A → B とい う図 式 を 示 す の み で ，　 B

　　　→ A が 同時に 成 り立 つ か ， 従 っ て A ＝B を結論づ け る こ とが 出来 る か どうか 不明な もの が 多い 。こ の こ とは ， 我

　　　 々 の よ うに 現場に 居 る 教 師が，研究成果 を利 用 し よ うとす る時 ， い つ もぶ つ か る 壁 の
一

つ で あ る 。 そ うした 点の

　　　要望 の 意 も含め て 報 告 した い と考 え て い る 。

603　学 習場面に お け る イ ン ホ ーマ ル 。グ ル ープ の 二 ・三 の 問 me　： 桜 田光男 （東京学芸 大学付属小学校）

　　　　 学 級 集 団 の 学 習 時 間 は 全 学佼生 活 時聞の 約70 ％に あ た る 。 然 も教科学習の 場 は 基 底 的 に は集 団 過 程で もあ る 。

　　　従 っ て 教 科学習場面で の 集団構造化 は 学級集団の 指導 に と っ て 重 要 な鍵 とな る 。
一方児童 の 学級生活で は 自然 発

　　　 生 的 人 間 関 係 に 大 き く依 存 し て い る 。 こ の イ ン ホ ーマ ル な人 間 関係 が 教 科 学 習場 面 で ど の よ うな 生態を と り，そ

　　　れ に よ っ て 学習 の 場 が ど の よ うに 変 化 す るか を，小 集 団 に お い て と ら え て い こ う とす る 。 更 に 又，こ の よ うな 変

　　　化 が イ ン ホ ーマ ル ・ グノレ ープ に どの よ うに 受 け と られ て い くか を実 験 的 に 考 察す る もの で あ る 。
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