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発 表 要 旨 ， 討 論 ．の ．概 要

で ある 。

　426，0 梁井迫 子 ・関計夫 ・篠原忍 「集団力学・カ ウ ア

セ リ ソ グ研修会の 評価
一

グル ー
プを中心 と して

一
」につ

い て話 し合わ れ だ 諸点を 列記すれ ば ，   こ の 研究に 用 い

た主我性
一

社会性テ ス トの 各項 目間の 相関に 関す る 問題

統計に お い て 算出し た 中央値 の 利点 と限界の 問題。  こ

の よ うな 研究を行な うこ との 必 要性 と，そ の 表現 の 自由

性を確保す る時期の 問題 。   日本人 と社会的感受性の 問

題，ア メ リカ で効果的で あ る T グ ル ープの 方法 が，日本

人の パ ー
ソ ナ リテ ィ を 考え た 場合 ， その 効果 は ど うか に

関す る問題。  最後に そ の 効果を 数的に表現す る可能性

と その 方法 に 関す る 問題等 で あつ た。　　　　　　
t

・427，小林さえ 「前青年期の ギ ャ ソ グ に お け る リーダー

シ L・， プの
一

考察」 に 関する討議内容 は次の 通 りで あ る。

  特異 行動 を す る よ うな ギ ャ ソ グ は 独裁集団に 多く集団

凝集性 の 度が 高い が，．それ は 掟や リ ン チ 等 の 圧力下 に 生

ず る ご と が多 い 。 現象型 で は独裁集団の 凝集性 と 民主集

団の そ れ と は 似 て い るが 発生 型 で は両 者 は違 つ た もの で

ある 。   日本で は一般に 前青年期ギ ャ
ソ グ の特異行動 は

少ない
。 子供文化 の 発達 と 家庭の 甘や か し教育が ， 幼時

の 慾求 不満 を 少な くし て い る こ とが その 原因の 1 っ と 推

定され る 。 こ の 事情は 国の 経済事情とは一応関 係 は な

い 。日本 の ギ ャ ン グ を，受 験 準備，家 族制度，空想力 の

貧弱さ ， 子供中心 主義，非冒険的性格等とあわせ 考えて

み る こ とは将来 に 残され て い る問題 で あ る 。

　以 上 ，思 い の ほ か 発言 は 多 く，それ も特定の 発表 に の

み 限られ る こ と な しに 全般 に わた つ て 話 合い が行なわ れ

た の で あ るが，こ の 間を通 じて しば しば 論議 の 対象 と な

つ た の は ， 集団の 凝集性の 問題で あつ た 。しか し 同時 tc

凝集度が 高い とは どの よ うな事態を意味するか な ど ， 論

者 に よつ て その 用 い る概念が必ず し も同様 の 内容 で な い

点 も指摘 され た 。 それだけ に ， 例えば ソ シ ォ メ ト リ ー
で

測定 し た もの が 凝集性 の 中の ど の 次元の もの か を 明確 に

し た 後 に こ の 語 を 使用す る こ とが望 ま し い な ど，概念 の

適用 と 記述の 上 で の 配慮 に つ い て も積極的に 話 し合わ れ

た の で あ るが，こ うし た こ とは 相互 理 解 の た め に も
一

層
．

必要 で あろ う。　　　　　 （塚 田毅 ・伊藤惣右衛門）

12． 社 会 ・文 化 （11）

5Gl　道元禅師の住持 された

　　　　　永平寺禅林の心理学的研究 （そ の 1）

　　　　　　　　 中 嶋 仁 道（兵庫県立神戸聾学校）

　今 日の心理学 で は ， 過夫 の 人間行動を究明するた め の

オ リ ジ ナ ル な 方法な り手 だ て は未 だ 確立 され て お らず ，

む し ろ，こ れ ら を 民俗学や 歴史学 の 分 wylC委ね て い る よ

うに さ え思 わ れ る 。

　禅林は ，生活態度を同じ くする人 び と の 社会的行動の

場 で あ り， そ の 社会は そ れ 自体教育的環境を 構成 し て い

るもの で あ る が ， 特 ec初期永平寺禅林を資料 と して その

生 活 空 間 の 構造を 究 明 し よ うと す る の が ね ら い で あ る 。

お よそ 700 年以 前の 社 会集団の 行動 を ， は た し て 心 理 学

的 に 究 明 で き るか ど うか は 疑問で は あ るが ， こ の 研究 へ

の 取 り組み は ，先ず現在残 つ て い る交献を 広 く検討し，

中世と い う時代相 な り文化 の 基調を究明 し て ，可 能なか

ぎ り当時を再現させ る こ とに 努 め ねばな る まい 。さて ，

道元禅師 の 禅林は 「身心一
如」説 で一

貫 し ， 問題 〜二 し て

提起 され る の は 教条的 に 固定され た 人間性 で は な くて 生

ぎた 人間性 と実践行動 で あり， 自己 と 環境 と の 関係を刹

那 的 ・断続的状態 に お い て と ら えよ うと しな い 曙 で ， 心

理 学 の 領域か ら逸 脱 す る こ と も少い で あろ う。

502　GSR に よる TV 視聴過程の 分析

　　　○江見佳 俊 ・塩 田芳久 ・三 輪弘道

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（名 古 屋 大 学）

　 あ る民放の テ レ ビ番 組を と りあげ ，各 場 面 が 視 聴者に

よつ て ど の よ うな情緒的態度 で 視聴され て い る か ，特 に

広告効果測定の 観点か ら，GSR に よ つ て 検討 し た 。

　そ の 結果 ， GSR に ょ つ て 測定 され た 印象性 ・ア ッ ピ

ール の 量的度合 と 当該 場 面内容の 把持率との 問に有意 な

関係が示され，GSR が広告技術 の 方法論的裏づ け と な

る デー
タ ーや広告効果 の 測定資料を得 るた め の 1、つ の テ

ク ＝
ッ ク と して 利用 で きる 可能性 を認め る こ と が で き

一

た。しか し，さ ら に 印象性 ・ア ッ ピ ール の 質的側面 を も

検討す る た め に は ，質問紙法
・
面接法 な ど と バ

ッ テ リー

に し て 使用す る こ と が一
層効果的で あ る こ と が わ か つ

た。

503　テ レ ビ ・マ ン ガと こ ども

　　　　　　　　　　　○星 美 智 子 （愛育研究所）

　　　　　　　　　　　　中 川 作
一

（法政大学）

　 目的 ニ テ レ ビ 。マ ン ガ に た い す る子 ど もの 臨場 反 応 を

分析す る こ と。
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