
Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

教 育 心 理 学 年 報 第 7 集

V 　ガ イ ド
・シ ス テ ム の 導 入 に よる僻地教育の 改 善

　　 1 ． 研究の 目的

　一
般 に 僻地 の 子 ど もは ，対 人関係 に お い て消極的 で 自

分の 意見を発表す る カ に 欠け て い る ．素 朴 で あ る が 無責

任で あ り，社交性 に 乏 し く，自己 を 孤立 させ る傾向があ

っ て
， 組織的な集団 の 中に 入 る こ とを 避 け た が る ．

　ま た 僻地 の 学校 に は複式 学 級が多い ．複式 の 指導に お

い て は ，教 師 は 1 つ の 学年 を 直援指導し ，飽 の 学年 の 子

どもに 自学 自習 を さ せ る場合力二多い ．こ の 間接指導 の 欠

陥を で き るか ぎ り解消 し ，教育効果を 高め る よ うな 指導

法を 考 え る こ とは ，僻地教育 の
一

っ の 課題 で あ る ．

　こ の 研究は ，次 に の べ る ガ イ ド・シ ス テ ム の 導入 に よ

っ て
，

一
方で は 子 どもの 集団活動を盛 ん に し，共 同 性 と

集団性 を 身に っ け させ ，一
方 で は ，複弐学級 に お け る 間

接指導 の 欠陥を 解消 して 学習能率を 高め よ うとす る実践

活動を 行ない ，そ の 結果 ，僻地 の 児童生徒の 人格発齏 こ

ど の よ うな 変化があ らわ れ た か を 検討 し よ うとす る もの

で あ る．

　　 2． ガイ F ・シ ス テ ム の 構造 と機能

　 こ こ で ガ イ ド ・
シ ス テ ム とい うの は ，一種 の グル ーピ

γ グを意 味して い る ．グル ープ の り一ダーを ガ イ ドと名

づ け ，グ ル
ープ活動 に お い て 先導的 な役割を持た せ よ う

とす る も の で あ る ．こ の シ ス テ ム は 次 の もの か ら成立 っ

て い る ，

　 1）　 コ γ ビ ．　 学級集団 に お け る 人間関係 の 単位を コ

ン ビ と名づ け た ．こ れ は 学 級 の 成 員 2 人 を 1 組と した も

っ とも基礎的 な結合体 で ある，Mo エeno は ，人間関係 の

理 論 の 基礎に
， 第

一
次 的複数 関 係 （p ・imary　dyad） を

も っ て きた ，そ し て 人間社会 の 単位は 単数 （monad ）で

は な く，一
対 （dyad） で あ る と した ． ガ イ ド ・シ ス テ

ム で も，集団活動 の 核は コ ソ ピ で あ る と考え ， あ る 期間

固定 し た
一

対 の 子 どもの 結合を つ く り，学級内の 座席を

同 じ くさ せ る もの で あ る ．

　 2） 役 割 ガ イ ド．　 お の お の の コ ソ ビは ，そ の グル ー

プ に お け る分節的 な役割活動 を担 う．た とえば
，

そ の 所

属 す る グル ープ が図書を受持 っ て い れ ば ，そ の さ らtc分

節 し た 仕 事を コ ン ビ が 行 な い ，その 仕 事を コ ン ビで 計画

し推進す る．

　 3）　グル ープ．　 コ ソ if　3 組を あわ せ て グ ル ープ を作

る．グル ープ は 大体 6 人 か らな っ て お り，こ れ が 学 級 に

お け る 子 どもの 活動 の 単位 とな る．

　 4）　 グル ープ ガ イ ド．　 こ れ は 学級活動 の と き 1 グ ル

一プ に わ りあ て られ た 活動の 先導者 で あ り，推進者 で あ

る ．た と え ぽ 5 ・6 年 の 複式 で は ，生活部，学習部 ，保

体部 ，図 書部 、夊化部 を も うけ，お の お の の グル ープ が

こ の 1 っ の 役 割を揖 う よ うに し た ．

　5）　教科 ガ イ ド．　
』
グル ープ に は 教科 ご とに 教科 ガ イ

ドが お か れ ，そ れが教科活動を司会 し推 進 し て い く，こ

れ に よ っ て ，間接指導 の 自学 自習 の 効率を高め よ う と し

た ．

　6） 学級 ガ イ ド．　 こ れは 学級活動全体 の 司会 と 主導

的 な委員の 役割 を つ とめ る．学 級 に は 正副 2 人 の 学級 ガ

イ ドが お か れ た ．　　 　　 　　 　　　 　 一

　　 3 ． 方　　　 法

　1） 実験 学校，　 こ の ガ イ ド・シ ス テ ム を実施す る実

験学校 と し て T 北海道空知支庁管内 の 最北端 に 位置 す る

母 子 里 小申学校 が え らぼれ た ．こ の 地 は ，北海道大学雨

竜演習林 の 常置労務者 に よ っ て 形 成 され た 特殊地帯 で あ

っ た ．海抜 300 メ ー トル 近 くの 所 を 耕地 と し て お り ，
1

年の うち 7 ケ 月 は 雪 に と ざ され ，霜 の な い 月 は ，7 月 と

8 月だ け と い う地理的 に ，気 象的に 恵 まれ な い 環 竟に あ

る．

　昭和 33 年頃 か ら住民 の 要望 で 自作化 の 動 きが 起 り，

昭 和 39 年 12 月 に 、よ うや く自作農化す る に 至 っ た ．そ

の 後 さ らに 生活環境 を 改善す る た め に ，農業協 同化 の 方

向が決定 さ れ ，実 行 に移さ れ っ っ あ る ．

　学校 は ，小学校 1 ・2 年，3 ・4 年 ，5 ・6 年 ，中学校

い 2年 の 複式学級 と，中学校 3 年 の 単式学級の 5 学級

か らな っ て い る．そ の 人数は表 1 に 示 され て い る．教職

員は 小 中学校合 わ せ て 10 人で ある．

　 2）　ガ イ ド ボ シ ス テ ム の 実践 ．　 こ の 研 究 は ，母 子里

の 住民 に 自作農 化 の 動 ぎが あ らわ れ始 め た 昭和 33 年 4

月 か ら行 な わ れ た ．は じめ の 3 ケ 年は 予備的研究 に 終わ

っ た が ，昭和 37 年 4 月 か ら， こ の 研 究 に 協力的 な 教師

を迎 えて 研究体制を と と の へ ，全 校 的 な 実践活動 を 始 め

た ，そ し て ，3 年後の 昭和 40 年 3 月 ま で 研究 が 続け ら

れ た ，こ こ で
一

応実験研究 を 終えた が ，そ の 縫，小 学校

1 ・2 年 と 3 ・4 年の 学級だけ に ，こ の シ ス テ ム が 続行 さ

れ て い る ．

　 こ の シ ス テ ム を作 る に は ，子 どもの 知能 ・学力
・ソ シ

オ メ ト リー・学級 に お け る 活動状況な どを 参考 に し，最

終的 に は担任教師 の 考え で 決定された．な お 年 3 回 組織

変 えを行 な っ た ，また こ の シ ス テ ム は ，ク ラ ブ活動に も
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適 用 さ れ た ．学校 に お け る 子 ども の 全生活は ，こ の 3 年

間 ，ガ イ ド ・
シ ス テ ム の 中 で 行 な わ れ た こ と に な る ．

　 3） 学力 の 評 価方法 ．　 新謂 田 中 B 式知能 テ ス トと ，

標 準学力 テ ス トとを 昭 和 37 年 と 39 年 の 9 月 に 2 回 実 施

し た ．標準学 力 テ ス トと して ，小学校 に 教研式小学 D

形 式，中学校 1 ・2 年 に 教研式中学 F 形 式 ，中学 校 3 年

に 教研 式中学 E 形 式を 用 い た ．

　 4）　人間関係 の 評価方法，　 （A ）級友 1
「
人 1 人 に っ

い て ，自分が ど う思 っ て い る か を 3 段評 価させ た ，各人

が 級友 に 与えた 得点 の 総計 を もっ て 比 較し た ． （B ）級

友が 自分 を ど う思 っ て い るか を 5 段階評定 さ せ た ．各人

が与えた 評価点 の 総計を もっ て 比較 した ．こ の ソ シ オ メ

ト リーを ，昭和 37 年 ， 39 年」 42 年 と 3 回 行 な っ た ．

　 5） 生活意識 の 変化測定の 方法，　 こ れ に は 要求 不 満

の 度合 と，土 地 へ の 愛着跳 お よび 意味空間 の 変化 の 測

定 が 含 ま れ る ．要求 不 満は ，家庭生活 の 中 か ら 2G 項 目

をえ らび， 3 段階評定させ た ，土 地 へ の 愛着度 は ， 「こ

の 土地 へ 将来 住み た い か ど うか 」 の 質問 に よ っ て 調 べ

た ．次 に 意味微分法 に よ っ て 、 lO の 形 容詞 か らな る 尺

度 に よ っ て ，学校 ・勉強 ・家 ・
母

・
父

・
手伝 い の 6 つ の

概念 の 意味 空 間 を 求 め ，実験 の 始 ま る 前 と，終わ っ た あ

とと、更 に そ の ま た 2 年後と，3 っ の 時点で の 変化を吟

昧 した ．

　 6） 教 師，有識者 ， 青年 の 生活意識 の 変化 の 測定，

こ の 方法 と し て Stephenson の Ω 技法 を 用 い た ．一
般

に 僻地社会 の 特性 と し て 封建性 ， 非合理性 ，受動性 を あ

げる こ とが で き る．こ れ を 組台わ せ ，親子 関係，夫婦 関

係 ，男 女 交際 ，近 隣関係，学校 教育 ，しっ け，選挙 ， 会

合 ，生活様式 ，生産様式 の ］0 の 領域か ら，蔀落に 対す

る 意見 を eo つ くっ た ．こ れ を ，教緬，有識者 ， 青年 に

読 ん で も らい ，各意見 の カードを，そ の 部落に 最 も合 っ

て い る も の か ら，合 わな い もの へ 9 段階に 分類さ せ た ．

こ れ に ＋ 4 か ら 一4 ま で の 得点を与え，個人間 の 相関行

列を求 め 因子分析 した 、

表 1　算数標準学力検査平均 比 較

学 年

小 1

2

3

4

5

入数i剛 覊1難轟轡・ D ・

61 　 374’
　 39

一
　　　1

　 8．8110 ．5
　 　 　

19 ・7ig ・7

78

171

3714 ．6i　 2 ．4．
　 　 　　 　 　 　 　 コ

39 　i15・9i　6・0
　 　 」　　　　　 1

337528573

、41
α−
2

−

78

128833．746
．810

．424
．54373

　

15744司

゜
e3

．
q
ぐ，、

234Q177q

．

168060　

27q〆
33

’ll；； 葦：1 5669夏

398330533124460

ユ

ー

217134
邑

rD633

」

Qデ
q〆

32
尸
D14義

4亠
鑑
V32384

」
50

’
79337933766

4qU8038653PD34L05

、
23 39 ．0　 5．9

4t．8　　6 ．9

…数式灘 齢 11
中 1

2

813
塾

84

844凸
−
D7933

9424 6033

瀏 1：8
7933 3930〆

Q41784 43 。434
．92873

」鯖 酬 瞭 i
中 3

广
06 50374

〆
b5气）

908
瓦

．、
フ

933

i

l44．444
．9994

ρ
7

表 2　成就値 の 平均 （同
一

児童対応 に よ る 比較）

学　年
　　　　37　　 年．＿
教

殉 ・ 1　・・　・・

小 ・ 陵
4 国

算

5

4． 結 果
6

国
算

国
算

　 D　学 力．テ ス トの 結果 の うち ，算数を示す と，表 1

の よ うに な る ．こ れ は 国語 に つ い て も同 じで あ る が ，39

年度 は ，37 年度 に くらべ よ くな っ て い る ．学 力 テ ス ト

の 結果を知能 テ ス ト と の 関係か ら吟味す うた め ，個 人 ご

と の 成就値を求 め ，それを，学年別 に 平均 した ，表 2 は

同
一

被験者 の 比較 で あ る ．全体的 に 39 年度 に は 成就値

は 高 くな っ て お り，子 ど も の 学 力 は 充実 し た と い っ て よ

い ．

　2） 人間閨係 ，ソ シ オ メ ト リー
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均 し，それ を 図示す る と．図 1，図 2 の よ うに な る ．昭

和 37 年か ら 39 年 に か け て
， どの 学年も得点を増し て い
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図 1　Sociometry （A ）
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図 2Sociometry （B ）・
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ー
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図 3 意味空間 の 変化 （小 3・4 年 ）

8 9 10 11 12嫌

らない ．ガ イ ド・シ ス テ ム に よ る学校生活 の 充実感 が ，

要求不満 の 減少 を きた した と も解さ れ る．

　土 地 へ の 愛 着度 も，年 度 が 進むに つ れ ，よそ の 土 地 へ

出たい との 希望 が 少 な くな っ て い る，そ し て ，こ の 土 地

へ 住 み た い とい う率が増 し て い る ．

　次 に 、勉強
・
学校

・
家

・父 ・
母

・手伝い の 6 っ の 概念

の 意味空間 を 「好 」 と 厂嫌 」 の 2 つ の 軸に よ っ て 表現す

る と pa　3 の よ うに な る．他 の 学年 の 図は 省賂 し た が ，こ
　　　　　　　 　
れ らの 概念 が 39 年度 に は ， 「好 」 の 方 へ 移動 して い る

こ と が わ か る ．も っ と も，昭和 42 年 に は ，学 校 ・勉強・

手伝 い の 概 念が ， 「翫 の 方 に 移動 して い る，

　 4）　教師 ，有識 者，青年 の 部落観． Q 技 法 に よ っ て

部落観 を評定 させ ，そ の 結果 の 相関行列を 因子分析 し た

結果が，表 3 に 示 さ れ て い る ．こ の 3 つ の 群 で
， 因予パ

る． A は 級友 に 対す る 心理的距離をあ らわ し，　 B は ，

級友 に 対 し て 自分 が もつ 人 間 関係 の 自信 の 度合 を 示 し て

い る．こ れに よ り，ガ イ ド ・
シ ス テ ム の 実施後 ， 子 ども

た ち の 間 の 心 理 的距離は 縮少 し ，か つ 人間関係に 対す る

自信 の 度合 が 深 ま っ て きた こ と を 示 す ．なお ，昭 和 42

年 に な る と，小学校 6年 と，中学校 の 子 ど もの 得点 は 減

少して い る． こ の 学年に は ，昭 和 40 年以後ガイ ド ・シ

ス テ ム の 実践を中 li：．L て お り，こ れ が こ こ に 反映され て

い る もの と解 され る．

　3） 子 ども の 生活意識 ．要求不満度 に つ い て の 結果 の

衷は 省略する が，昭和 37 年度 か ら 39 年度 に か け ，要求

不満の得点 は 減少 して い る ．昭和42 年は ，
39年 と変 わ
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表 4 部 i落 観 の 差 異

1教 師 　有識者 　青 年

　　 　　 37 　年
民 主 性
　　 　　 42 　年

　　 　　 37 　年
合 理 性
　　 　　 42 　年

年

年

3742
性動能

一39．5

　 2 ，7

30 ．856

，7

9 ．570

．7

一34 ，8
− 22 ．7

47 ，5　　　− 　3 ．5

5．0　　　− IO ．0

一15，2
− 4B，7

15 ．0 　 　 　− 18 ，5

　 0　　 　　 2 ，3

タ
ー

ソ が 分 か れ て い て ，第 1 因 子 は ，教師群 ，第 2 因子

は 有識者群 ， 第 3 因子 は
， 青年群 に 高 い 負荷量 を 持 っ ．

そ れ で ，3 群 に つ い て 評定点 を ，民主性 ，合理 性 ，能動

性 の 3 っ に 分け て 平均 し た ．そ れ が 表 4 に 示 さ れ る ，全

体的 に ，部落を 観る 方向が ，好転 し て い る こ とが わ か

る ．ガ イ ド ・シ ス テ ム の 実践 は
， 学級 の み で な く， 部落

全体 に も影響 を 及 ぼ した とも考 えられ る ，

　　5， 婁　　 約

　北 母 子里小中学校 に ガイ ド ・シ ス テ ノ、 を 導入 して ，人

間開係や 指 導方 法 の 改善を 図 っ た の で あ る が ，こ れ を 実

施 した 前後各 1 回，お よび研究 の 終 っ た 2 年後 に 1 回 と

計 3 回，子 ど もの 発達的変化を評価測定 し た 結果 を 要約

す る と 次 の よ うに な る．

　1） 標 準学力 テ ス Fで は ，37 年度 よ り，39 年度 の 方

が よ くな っ て い る ．成就指数で ll4ffし て も縫の 方が高 く

な っ て い て ，学力 が 充実 し た と見 る こ とが で きる ．

　2） 人間関係 に お い て ，子 ど もの 相 互 の 心 理 的距離は

接 近 し ，相手 か ら好 か れて い る との 自信感 が 高 ま っ て き

た ．しか し，こ の シ ス テ ム を 採用 し な くな っ た あ とは ，

こ の 傾 向が 後退 して い る ．

　 3） 要求 不満度 は ， こ の 実 践 を 通 し て 減少 し て い っ

た ．

　 4） 圭 地 へ の 愛 着度 が 高 ま っ て きた ．

　5） 子 ど もの 生活 に 重要だ と 思わ れ る 6 つ の 概 念 の 意

味空 間が好ま しい 方向 に 移動し て きた ，

　6）　教 師，有識 者 ，青年各層 の 部落観 は ，民主性 ， 合

理性 ，能動｛生に お い て 改善 され て い る とい う方向 に 変化

して きた ．

　 さて 以 上 の よ うな変化 が ，ガ イ ド ・シ ス テ ム の 実践 に

よ る も の か ど うか 確 か め る こ とは で きな い ．し か し，こ

の 教育実践 の 時期を境 に ，母子 里 の 子 ど もと，そ の 住民

の 社会的風 土 は 大き く変 っ て ぎた とい うこ とは 言 え る だ

ろ う，

　　　　　　　　　　　　　　　 （福　島　正　治）

VI 　討 　論 　の 　概 　要

　 5 つ の 研究者 ブ 卩 ッ ク を 代 表し て 以 上 5 人 の 発表が あ

り，引続 い て 近藤元 の 司会 の 下 に 質疑討論 が 行なわ れ

た ，時間 の 都合 上 ，質問 ・意 見 が あわ せ て 提出 され ，そ

れ に 対 し て 発表者側 か ら の 返 答 が な され た ，そ の 概要 は

次 の 通 りで あ る ．

　児 玉 （日本 女 子 大 学 ）： ど の 報 告 も 興 味深 く 聴 い た

が，僻 地 児 童 が 市街 地 の 統合 中学 校 に 入 学 した 後 の 意識

や 行動 面の 変容 に っ い て ききた い ．僻 地 児童 に 特徴 的 な

側面 の 変容 ，た とえぽ 行動 の テ ソ ポ の 変化 とか ，考 え方

や 判断の 内容面 で の 変容 な どに つ い て は どの よ うな 結果

が えられ た か ．松 下 ： そ こ ま で 細か く吟 味 し て い な い ．

僻地児章 の 考 え方 や 判断 の 仕方 の 変容 は た し か に 重 要 な

側面 で あ る ．わ れ わ れ の ブ 卩 ッ ク の 当面 の 研究課題 は 僻

地児童 の 性格面 の 変容 に 限定 され て い た の で
， そ ち らの

面 に つ い て は 今後の 研 究課題 と して 追跡 検討 して み た

い ．

　津留 （神戸大学）： 僻地社会 の 変動 を ど うい う視 点 か

ら と らえ る か は む ずか し い 問 題 で あ る ．僻地 社会は 今日

非常 に 複雑 多様 な 動 き方 を し て い る ．僻 地 で あ りな が ら

テ レ ビの 普及率 が 極 め て 高 い 地域 もあ れ ば ，ま た …
部 で

は 収 入 が よ くな っ て 僻地特有 の 貧 し さ か ら脱却 し つ つ あ

る地 域 もあ る ．こ の よ うな 文化的 ・経済的変貌 か らす る

と，従来 の 僻地観 をあ る 程度修正 し なけ れ ば な ら な い の

で は な い か 、し た が っ て 僻地 社会 の 変容 が 子 ど もの 人格

形 成 に ど う影 響 して い る か を 問題 とす る 場合 に は
， 地域

の フ ァ ク タ ーが 多す ぎて 何 が ど う影響 して い るか わ か ら
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the  Tural  school  children  resulting  from their attendance  at  the  urban  larger secendary  school.

The  personality changes  were  investigated from the  following five aspects;  scholastic  records,

the  ways  in which  the pupil  views  his school  life, peer and  friendship greups, pupil behavior

ratings  by the  irteachers, .and Y-G  Personality Test  results.

    1) Scholastic records  of  457  rural  school  pupils were  eellected  from  their  cumulative

records,  Generally  the  resu]ts  indicate that  their ratings  are  lewer thah  thoge  
'of

 the

standard  group  and  that  the  trends  continues  in a  sirni!ar  manner  over  the  three  grades during

secondary  school  attendance,

    2) The  rural  pupils  <418) and  the  standard  group  (525) were  investigarted by  the  use

of  a  questionnaire with  regard  to  their experience's  and  feelings about  their- school  life and

peers. The  rural  pupils appear  to have adjusted  in a  calm,  seeure,  passive and  negatlve

way  te learning, their teachers  and  their  schoel  life; they  do not  display any  ef  the  more

striking  problem  feelings toward  the  factors than  the  standard  group  and  nor  was  there  any,

change  over  the  three  grades.  

'
                                                     '

    3) Their  personality traits  were  obtained  through  the  behavior ratings  which  consisted  of.

20 paired items and  the  Y-G  Personality Test. On  the  behaviQr ratings  the  rural  pupils

were  rated  less isolated. sad,  resistiye  but not  as  good  in their achievements  of  school  subjects

and  not  as  positive  in iearning activities  as  the  standard  group, in the  first and  the secend

grades  ; in the  third  grade  the  subject  pupils  were  rated  striklngly  poorer in achievements,  negatiye

in learning actvities,  more  un-sociable,  of  the  non-]eadership  type, and  of  the  non-popularity  type,

etc.  - That is to say,  the persDnality  characteristics  of  the  rural  pupiEs  while  not  conspicllous

in the !ower  grades, they  become  clearer  in the  higher grades.  On  the  Y-G  Personality Test,

the rural  pupils are  of  more  A-Type  and  O-Type  in the  lpwer grades but this tendency

decreases in the  higher grades.

      RURAL  EDUCATION  IMPROVEMENT  THROUGH  THE  
`GUIDE-SYSTEM,

    The  
`Guide-system'

 is one  of  the  organizations  for group  guidance, Two  children  form

a  team  whieh  we  call  a  kombi.  This  team  is the  nucleus  of  a  greup  and  a unit  ef  classroom

activities.  A  group  which  consists  of  three  kombis  is provided with  a guide as  a  leader,

and  this guide ]eads the  group  in all classroem  activities  and  learning.

    Thrdugh  this guide-system  we  have tried to develop pupil cooperativeness  and  improve the

effects  Df  indirect guidance  in a  compound  class,  In this study  we  purposed  to  examine

the  changes  in personality development  of  the  rural  children  after  our  practising the  guide-

system  fbr three  years.  The  subjects  were  123  Moshiri PrimaTy-Secondary School children,

in Horokanai,  Hokkaido.  The  following tests were  administered  to them  thTee  tirnes to ex-

amine  their  developmental  changes  in 1962, 1964,  and  1967,

    1) Kyoken-siki achievement  tests. According  to the  results,  their achieyement  in school

subjects  geRerally improved,

    2) Sociemetric'tests. The  results  showed  that  the  psychological  distance between the

subjects  was  reduced  and  their human  relations  became more  close,

                                        -143-'  .
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   . 3) The  degree of  frustratien covering  20 items selected  frem their home  lives wa.s  inve-

stigated.  The  results  showed  that the  degree ef  frustration decreased in all grades.  '

    4) According to the  responses  to a  questionnaire  on  their attachment  to theil native  village,

the  number  of  the  subjects  who  wanted  to live there  has been increasing.

    5) The  changes  in their emotional  meaning  space  were  examined  by Osgoed's semantic

differential method.  The  meaning  ofsix  coneepts-Jschool,'  study,'`father',  
`mother,'

 
`heme,'

and  
`assistance

 of  domestic 
'affairs'

 moved  in the  direction of  the  
"likes-axis'L

    6) The  social climate  of  thls community  was  rated  by the  teachers,  inhabhants, and

.youths in the  Moshiri  cemmunity.  Iri this rating,  opinions  were  gathered  utilizing  StePhen-
son's  {2-technique. They  all recognized  that  this community  had become  more  democratic,
more  active,  and  rnore  rational  each  year.

                                 SYMPOSIUM  1
.

          REPI,IecTION  ON  E)UCATIONAL  PSYCHOLOGY

                          IN  POST-WAR  JAPAN
                          '

           Chairman: Mantaro Kido (Hokkaido University ef  Education)

           Discussants: Arata Yoda  (Japan Women's  College)

                          Kinju Matsumoto  (Tohoku University)

                          Keisuke Sawada  (University oE  Tokyo)

                          Aritsune Tsuzuki (Nagoya University)

                          Yasumasa  IYliki (Uriiversity of  Tokyp)

. At  the  beginning Chairman,  Kido explained  the  significance  of  this Symposium. Then

 the  discussants reported  on  the  theme.  Here  are  some  of  their points.

    Yoda:  (From general  point  of  view)

    The  principai cause  of  the barreness of  educational psy ¢ hology in Japan is that it was

 imported from U.S.A. and  tran$planted  uncritically  without  due consideration  ef  the  specifiic

 conditions  prevailing in Japan. , ,

   
'
 Although educational  psychology  in its ideal form  must  be closely  connected  with  educa-

tienal  practice, we  should  be cautious  in applying  the  various  findings to practice, In my

opinion,  more  basic studies  sheuld  be conducted  patiently and  steadily  for some  time  to come.

    Matsumoto:  {From the  view  Point ef  child  psychologyand  the  psychology  efadolescence)

    Educational psychology  in post-war Japan has not  been  adapted  te  the  contemporary  world

where  opposing  social  forces are  at  work.  We  must  fry hard te construct  our  own  eduea-

tional psychology  by taking  the  materialistic-dialectical  position. 
'

                  '
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