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擦と し て両親の 話台い の 場面 が 有効 で あ る こ と，及 び 理

論的 に は 実験室的 に 立 証さ れ た 学習に 関す る Osgo。 d の

干渉 理 論が ，共通語 と方言 と の か な り異なつ た 2 っ の 冒

語 体系 を 必要 に 応 じて 使い 分 け て い る と い う意味 で

B 三】ingual な 社 会で あ る ぎL黼 に お け る子供 達 の ，非実験

室的 な 自然言語 の 学習 の 場合に もあ て は ま る こ と，さ ら

に 経験 の Availabilityの 因子を 強調 した Brown の 仮

設 が こ の 場合に もあて は ま る こ とを 報 告 した 。

　 こ れ に 対 し て 研究 の 方法論 の 闇題 と して ，言語的環境

と し て 取 りあげ られ た 5 つ の 場面 に お け る 共 通 語 と方言

と の 使用比率 が ，被験者 1こ よ る 5 段階尺度の 評定値 に 基

づ くもの で あ る と こ ろ か ら ，内 須 川 （東京学芸大） は 被

験者達 の 評定値に 年令差があ る か 否 か を 質問 し，も しあ

る とす れ ぽ環境 の 指 漂 と し て の 客観性 に 閥題 が 残 る の で

は ない か と い う意 見 を 述 べ た 。 こ れ に 対 して 東江 は 年令

差 が な い こ と を説明 し た が ，地 域，性．学年 を要因 と し

て なされた 分散分析の 結果に よ れぽ 有意 な 性 差 が み られ

た 。 すなわ ち 小 3 を 除けぽ小 監，小 5 ，中 2 の い ずれ の

学年に お い て も，女子 は 男子 よ りも 自分 の 家 庭 に お け る

両親間 の 会話 に 共通語 の 使用 され て い る 比率を高 く評定

し，特 に 中 2 の 場 合に こ の 男女差が
一

番大 き くひ らい て

い る c この 事 実は ，内須川 は 年令差 の こ と の み を 質問 し

性差 の 点に つ い て 言 及 し な か つ た が ，環境 の 指標 と して

と られ た 共 通 語 ・ 方 言の 使用比率 の 評定に 評定者 ，こ の

場合は 被験者達 の パ ーソ ナ ル な 例えば自我関与 の 要因 の

如 き も の が は た らい て い る こ とを 予想 させ ．した が っ て

内須 川が 指摘 した 資料 の 解釈取扱 い 上 の 方 法 論的 問題

は ，問題 と して あ と に 残 る よ うに 思わ れ た 。

　 ま た 中野 （東京 教 育 大 ）は 漢字使用 の 例等 を挙げ て 沖

繩 と内地 との 言語的文花の 相違に っ い て 質問し ， さ らに

社 会的要因 を 強調 して 分敬分析 の 結果に 性差 の 要因と共

に 有意 に 表 わ れて い た 地域差 の 問題に 関 して
一層の 説明

を 求 め た。こ れ に 対 して 東江 は ，標本が とられた那覇 と

首里 との 地 域に 関する仕会的交化的相違点 と ，そ れ が そ

の 地域の 人 々 の 言語 に 及ぼす影響 に つ い て 説明 した 。

　福沢 （東京教育大） の 研究 （616） に お い て は ，そ れ

が漢字学習の カ リ キ ユ ラ ム ec心 理 的発達に 則 した
一

貫性

を 得 させ る とい う教育的 日的 の た め に ，児童 の よ く知つ

て い る こ と ば の 採集がな され た もの で あ る こ と が述 べ ら

れた 。

　そ れ 匠対 し て 堀内 （東京学芸大〉は ，児 童 が よ く知 っ

1
て い る こ とば と ，よ く表現 で きる こ とば とは ち が うの で

は な い か と い う疑念 を 述 ぺ ，さ らに 採集 さ れ た こ と ばを

基 に して ，心理学的
一

貫性 の 見地 か ら漢字学習の 系統的

段階を 考え る と して ，具体的 に は そ れ ぞれ の こ とば を ど

の 段階に 指定す る か とい う問題 が質問 され た 。
こ れに 対

し て 福 沢は 、堀内の 指摘 した 点 を 肯定 し，さ ら｝C 児 童 が

よ く知つ て 使 つ て い る こ とば で も大 人に は大事で な い こ

と ば もあ る の で ，学 習 す べ き漢字 と して 取 り上 げ る 場 合

に は 実際 に よ く使われ て い る 漢字 と観点か ら考 え られ な

け れ ば な らな い が ，厳 密 に は さ らに 今後の 検討 を 必 要 と

す る こ と で は あ る が現在 の カ y キ ユ ラ ム で は 小学生 の 下

学年に 対す る漢字 の 配 当が少 な い よ うに 思われ る と答 え

た 。

　 内須 jli（東京学 芸 大 ） の 研 究 （6T7 ） に お い て は ， 母

親 の 過保護型 の 態度が 多い こ とが 強調 さ れ て い た 。

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 （岩城正彦 ）

24． 教 科 ・指 導 （4）

618 −623　
「

道徳 」 授業過 程の 心 理 学的分析

　　　　　 （lv）

　　　　　　   和　田　三　郎（東京 ・ 深川三 中）

　　　　　　   大 橋
一．・ 憲（東京 ・ 池 袋 中）

　　　　　　   上　野　武　雄（東京 ・中 村 中）

　　　　　　   加 部 佐 　助 （東 京 ・荒 川 九 中 ）

　　　　　　   石　出　恵 　豊 （埼 玉 ・ 田 ケ 谷中）

　　　　　　   沢　田　慶 輔 （東 京　大 学）

　　　　　　　 神 保 信
一（明 治 学 院 大 学 ）

　  　内 面化 と研究の ね らい

本研究は ， 「
道徳」 授業過程 に お け る

‘
個 人 の 内面化

の 追求
”

を テ ーマ gc ，内面化 の 個 人差 の 実態 を あき らか

に し よ うとす る も の で ，

「人 間 愛 」 の 主題 で 3 学級 142

名 を 対象 に 4 時間 の 授業 を 行 な い ，そ の 前後 に 課題作文

ほ か 諸調査 を実施 し ，第 腫報 で 指摘 し た 「内面 化」 の 3

種 の 意味 を念頭 に お い て ，そ の 観 点か ら 分析 ．検討 す

る 。

  内面化 の 個人差

　主wa　．F人間愛」 に．そ つ て の
一連 の 指導を通 して ，作文

に あ らわ れ た 内面 化 の 飼人差を類型化す る こ と ICよ リ レ

そ れ ぞれ の 型 で 生徒の 受け とめ方 に 何 らか の 共通性 を持

つ て い る と と もに ， 生徒 の もつ 内的 条 件 に も ま た い く つ
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か の 共通要因があ り，両者 の か らみ あい が，内面化に 澗

K差 を もた らす原因と なつ て い る こ とが 考 え られ た 。

  主 題 の ね らい の 認知 に お ける 個人差

　に く しみ や くや し さ を 自己の 経験と して 明確 に 意識化

で き，資料 に 対 し て 共感的理解の 深ま つ た 生徒は ，ね ら

い の 認知 の 度合が 高くな る 。 又1　 pc述 べ た 二 点が 不 十 分

で あつ た り，資料 に 対 し理 解や洞察 が 不 足 して い た り，

資 料を鑑賞的態度で の み 受けとめ 心情 化に まで 至 らな い

生徒 に お い て は ，ね らい の 認知の 度合が 低 くな る 。

  自己経験 の 意識化に お け る個人差

　指導前に 意識調査 を 行な い
， 葛藤場面 に お い て 感情移

入 させ て 考 え さ せ る と ともに ，憎 しみ や くや し さ の 自己

経験 を作文 に 書 か せ
， 生 徒に よつ て よ び お こ さ れ た 自己

経験 の 意識が，指導の 深ま りに つ れて どの よ うに 変わ つ

て い つ た か を追求 した 。 そ の 結果，自己経験 の 意識化に

は か な りの 飼人差 が あ り，実態 に 即 した 指導が 望まれ

た 。

  日常生活 へ の 転移 に お け る個人差

　作品 に 対す る知的理解 と作中人物に対す る 共感的理 解

が ど の よ うに 深 ま り，さ らに ，自分自身だ つ た ら作 品 を

通 して 学習 され た こ とが 実践され る か ど うか ，つ ま り，

自己経験 の 意識化が どの よ うに な され た か に つ い て ，作

文 ．授業記録，面 接 ，観察 メ モ な どを用 い て 分 析を 試 み

た結果1 か な り個人差 の あ る こ と が 認め られ た 。

  　総括 と考察

　 R標 の ね らい の 認知 ， 日 常生活へ の 転 移 に 関 す る 判

断，自己経験 の 意識化の 3 点を 中 心 と して ， 「
道徳 」 授

業 に お け る 生徒 の 学習 の 個人 差 が 究明された が ，こ の 側

人差は ， 「道徳」 授業 に お い て 十分 に 考慮に 入 れ る こ と

が 必 要 な もの で ある 。 こ の 個人差 に 対す る指導 上 の くふ

うの 効果に つ い て の 実証的検討は 今後の 課題 と して 残 さ

れ た 。

討　論　の　概　要

　部会の特徴

　 こ の 部会 の 6つ の 研究発表は い ずれ も，道徳授 業過程

に お け る 内面 化の 倔人差 の 追求を 主題とす る共同研究 の

チ ーム に よ る もの で あつ た。沢 田 （東大） に よ れ ば ，仮

説的 に は ，Cl）道徳授業 で 主題 と して 設定 さ れた徳 目の

内容 の 価直が 内面 化され て ，自己 が 主体的 に 追求すべ き

価値規範 と して恵識 の 中に 確立 し．（2）次 に
， 時に は そ

の よ うな価値志向に 逆行す る よ うな 自己経験が充分 に 意

識化す る こ とが 出来 れば ， 自標 と され た 価値へ の 志 向を

ふ くん だ 力動的 な自我 の 再体制化の 動 きが生 じる．で あ ろ

うとい うこ と ，お よ び ，（3）教材 と して 提供 され た 作品

の 中の 人物 の 心愉 こ追体験的 に 共感的理論 が 深 まれ ぽ ，

状況を異 に す る 日常生活場面 に も 道徳授業 の 時聞に お け

る学習 の 効琴の 転移が 可能に な るで あ ろ うと い う こ とが

予想 され て ，そ れぞれ の 次元に お け る個人差が調べ られ

た。

　 こ れに 対 して ，こ の 部会 の 討論は ，道徳 の 時間特 設 の

問題 がか な りひ ろ く深刻 な論議の 的 に なつ た 問題 で あ る

こ とか らして ，発表者 に 対す る質疑は 基本的に は 必 らず

し も肯定的 で は な い 立 場 か らす る 発言 が 多か つ た よ うで

あ る。

　 主要な議題

　 まつ 細谷 （国立教育研）らは ，道徳授業の 主 題 の 受け

とめ 方 お よび個人 に．よ る 内面化 の 程度を み る た め に 研 究

者が生徒 に 課 し た課題作文 の 内容 分 析 お よ び その 評価の

し方 の 例 を あげて ．設定され た 「人間愛」 とい う主題 の

提示 の し 方 が
一

方的 で 訓育的 に すぎ，対人関係の 中に あ

る争 い や 対 立 を超えた 「絶対愛」 の 理 念 の 道徳的意味 の

分析が 現実 の社 会の 問題 と し て 不充分 で あ る こ と を ，強

くそ して か な り執拗 に 問題 に した e 徳永 （福岡学芸大）

も主題 の ね らい の 意味を質 し ， ま た 内面化され た と い う

こ との 確認 の measure は 何 か とい 5抜術 的 な 質 問 を し

た 。

　児玉 （日本女 大 ） は 、道徳教育に あ る 意味で 原 則的 に

ともな う困難 な 問題 点 は 教 育効 果 の 転移 の 問題で あ る と

の べ
， 意識 と行動 は 必 らず し もあ い ともな わ な い もの で

あ り，外的 な表現行動に 至 る 可 能性 が 保証 され なければ

あ る 価値 が 内面 化 され た と は い え な い の で ，内面化に 至

る 過程 の
一層の 研究を要望 しだ 。

　 こ れに 対 して 発表者 の 側 か ら沢 田 は ，そ の 意味 で は 幼

児期 の 人貉形成が基本的 に 重視 さ る べ き こ と，学校に お

け る 教育は その 土台に 立つ た 修 正 で あ る と考 え て い る こ

と，ま た Spranger の 修身教授批判 ，す な わ ち ，概念 は

修 正 して も意志 に は 力な し 。 と い うこ とか ら，道徳時 間

以外 の 機会に よ る 訓練 を 必 要 と 考 え て い る が ，しか しな

が ら道徳時間内の 技術的 に も さ らに 研究 した い と い う考

えを の べ て 答 えた 。

　内面化の 過程 に お ける 個人差 の 実態 を 明 らか に す る こ

と は ，道徳教育の 授業効果 を上 げ る校術 の 閇題 と して も

重要な問題 で あ り，そ の 意味 で も内面 化 の 過程 の 把 握 ，

評定 の 為 の 手段や カ テ ゴ リーが 研究者たちに よつ て 積極

的に 考案されて い る こ とは 意義が認 め られ る し．さ らに

こ の 研 究を 導 く基 本 的 な 仮説と して Rogers の 臨床的 な
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