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1 全 体 的 特 徴

　 B つ の 研究発表 が 行 な わ れ た ．そ の うち 3 つ は ，ピ ァ

ジ ェ 型 の 課題達成を 目標 と した訓練 の 結果 を報告す る も

の で あ っ た （241 水面 の 水 平性 ，242 重 さ の 保存 ， 246

ク ラ ス の 包摂関係）、243 と 244 で は 中学性 の 科学 的知

識 の 調査 が 行なわ れ ．247 で は 小学生 の 交章題解決 の 指

導 に つ い て の 報告が な され た ． 245 で は 概念学習に お け

る 心像 の 機能が扱 われ， 248 で は 課題解決に お け る言語

の 役割が検 討 され た ．

　50 分 の 討論時間に は 総括的な 討論 を 行な うこ と は で

きな か っ た が，個 々 の 発表 に つ い て の 意見 の 交換が きわ

め て 活発 に 行 な わ れ ，充実 した 結果 が あ っ た と考 え られ

る．

1夏 討 論 の 内 容

　 秋 山 （241 ）： テ ス ト系列 c （Fig．1）に っ い て ， 無重

力状態 の よ うで 不 自然 な感 じが し，ど の よ うに 水面 を描

い て も ま ち が い と は い い きれ な くは な い か と の 疑問 が ，

清水 （奈良女子大）か ら出され た ．台を傾斜 さ せ ，び ん

を 手 で 支 え て 示 し ，状況 の 説 明 を 行な っ た の で ，不 自然

さは 感 じ られな か っ た と 説明 され た ．Tab ］e　 2 に よ る

と，統制群 の 方もあが っ て い る の で ，こ れ に 比 べ て 実験

群 で は 訓練 の 効果があ っ た と い え る か と の 清水 の 質問 に

対 し て は ，b 系列 の 問題 に 全 部 正 反 応 で き る よ うに な る

とい う基準に と る と，実験群 で の 訓練効果 は 顕 著に 認 め

られ．る と説 開 した ，

　 天野 （国立 国語研）は ，   こ こ で 行な っ て い る の が

なぜ 座 標軸 の 訓練 とい え るか ．   水平性概念が 二 次 元

的 な も の と さ れ て し ま っ て い るの は お か し い と述 べ た ．

こ れに 対 して ， Fig．1 に 示 した テ ス ト課題で ，水平 な

水面が描け る よ うに な る こ と を 水 平 性 概 念 の 達成 と定義

し，座標軸 に つ い て もそ の 訓練 は ，まず 日に 対 象を 関係

づ け さ せ る訓練で あ る と定義 を 与え て ．そ こ か ら出発し

て い る ．定義 と現実 と の 対応 は つ い て い る とは 限 ら な い

が，そ の こ と は 問蓮 と は し ない で 進 め て い る，との 答が

臨 され た ．天野 は さ ら に ，最終 的 目標 は 科学的概 念 を 形

成す る こ と で あ る と す る と，現実 との 対応 を無視 した こ

の よ うな進 め 方 で は 目標 を 達 成 す る こ とは で ぎな い と批

判 した ，

　玉 川 （242）： 知的行為 の 段階的 形 成 の 理論 と，グ ル ー

プ構成 と の 関係に つ い て （波多野，独協大）は ， 「理 論

に 従 っ て 作 っ た と答 え て い る が，ど こ が どの よ うに そ う

な の か 」 と い う点 に つ い て 質問 し た が ，明確な説明は 得

られ な か っ た ．

　三 浦 （東京大 ） は ，事 前 テ ス bか ら事後テ ス トへ の の

び に よ っ て 謂練 の 効果 を み ，保存 に つ い て 5 才後期 と 6

才前期 で は 訓練 効果があ っ た と し て い るが ，事 後 テ ス ト

の 正 答率 は 10％ 以上に は な っ て い な い か ら （δ．13％ と

2 ．60 ％）訓練 の 効果があつ た と は い え な い と指摘 し た ．

　近 藤 ，三 浦 福 本 （243 ）二 分子 お よ び 原子を さすもの
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と して の
「粒」 とい う概 念 を導入 し て ，子 どもの すで に

持 っ
て い る考 え 方 の レ ベ ル か ら教 授を始 め よ うとす る も

の だとい う説 明 に 対 し て ，波多野か ら は ， 「粒 」 とい う

概念 は 将来分子 と か 原子 に お きか え られ な けれ ば な らな

い とすれ ば ， 「粒 」 とい う概念 を 入 れ る こ とは 混乱 を 招

くぼ か りで は な い か と の 意見が 述 べ られ た ．板倉 （国立

教 育研）は ， 「粒 」 とい う こ とば で ，分子 を さ した り原

子を さ し た りい ろ ん な 使 い 方 を し て お り， 「粒」 の 大 き

さは す べ て 同 じ と約束 を し て い る が ，そ の よ うな事実 に

合致 しな い 約束事 を 子 ど も に 強 制す る や り方 は、それ よ

り進 ん だ 認識 1こ 達し て い る 子 どもあ る い は 探求 し よ う と

す る子 ど もを 排除 し て し ま う こ とに な り，望ま し い 教授

法 で は な い と批判 し た ，

　島 田 （244 ）： 板倉は ，動物 を 3 つ に 分類 す る こ とが 困

難 だ とい う結論が 出 さ れ て い る が ，科学者 に よ っ
て 5 つ

あ るい は 4 つ に 分類 さ れ て い る 動物名 を 示 して ， 3 つ に

分類す る こ と を 求 め て い る点 に 無理 が あ る と 述 べ た ．そ

れ に 対 し て ， 生態 とか 繁殖 とか の い くつ か の 次 元を 基準

に と っ て 3 つ に 分類す る こ とが 可能か ど うか を み よ うと

し た と の 説 明 が な さ れ た ，波多 野か ら は ，昌的 と テ ス ト

問題 と の 間 に ずれ が あ る こ と ，
こ こ で 要求 され て い る 分

類 操作 自体 は 中学 生 に と っ て は 困難なもの で は な い こ と

が指摘 され た ．

　 三 谷 ，平 井 （245 ）； イ メ ージ ・テ ス トの 得点 も概念達

成 の 成績 も学年と ともに 上 昇 し て い る こ とど 心 像使用

能力 の 高 い 者は ，低学 年 で は概 念達成 の 成績 が す ぐれ て

い る が 、高学年で は 劣 る と す る仮説 と は 矛盾 し て い る の

で は な い か と の 北尾 （大阪 教育大） の 質問 に は ，イ メ ー

ジ ・テ ス F の 得点 が同
一学 年内で 相対的 に 高 い 老 と低 い

者 との 比較を行 な っ た と説明が あ っ た ．ま た こ の 実験結

果 は ，Kuhlman 仮説 に 対 し て は 否定的に な っ た の で ，

Pavi・ 仮説の よ うに イ メ ージ が む し ろ 積極的 に 学習tc働

く とい う考え も 考慮 し な くて は な らぬ こ と が 示 竣 され

た ．さらに 北尾か ら イ メ
ージIVJ反 応 を す る 者 は 言 語的表

象は 必 ず 劣 る とい う背反的 な関係 が あ る か ど うか 明 らか

に され な け れ ば な ら な い ，そ の た め に は イ メ ージ ・テ

ス i・を同時に ，言 語表象能 力 の テ ス ト も行 な い
， 両者 に

ギ ャ ッ プ の あ る 被験者 を使 う こ とが 必要で あ ろ う と の 意

見 が述べ られ た ．

　 久原，波多野 （246 ）： 天 野 か らの 質問 に 答え て ，実験

L，2 と 3 との 関係 に つ い て 次 の よ うな 説 明 がな され た ．

実験 1，2 は 従来 の 新 ピ ア ジ ェ 派の 訓練実験法 に 従 っ た

も の で あ ij　， こ の よ うな方法 で は そ こ で と り扱 っ た 変数

が十分条件で は な い とい うこ と だけ しか わ か らな い ，実

験 3 で は ．こ の 方 法 で や れ ぽ 大 部分 の 子 ど もがで き る よ

うに な る と い う訓練を 行な っ て 必要条件を 明 らか に し よ

うと した ．実験 3 の プ 卩 グ ラ ム に は ，実験   2 が統合

さ れ て い る ，多変数 プ P グ ラ ム で 、全部 訓練 を 終 っ た と

こ ろ で テ ス トす る と い うの で は ，ど の 変数が きい て い る

か わか らな い ．そ こ で 間 に テ ス トを は さ ん で ，あ る テ ス

ッ プ か ら次 の ス テ ッ プ へ 進 む に は 何が 必 要 か を明 らか に

し う る よ うに 配 慮 が な さ れ た ．

　清水 か ら，補 助訓練 a ．す なわ ち ひ もで 比較す べ き 2

つ の ク ラ ス の メ ソ バ ーを 囲 む や り方が有効で あ っ た と い

う結果 で あ る が，そ れ か ら さ き必 要条件 を ど の よ うに 分

析 し て い くか と い う質問 に 対 して ，波多野は ， ひ もだ

け の 訓練 で は 効果が あ が らな い こ とが こ れ ま で の Morf

な ど の 研究 で 示 さ れ て い る と答 え，実験 3 の フ 卩 ク フ ム

作成 の 原則に つ い て 考 え を 述 べ た ．すなわ ち 発達 の 順 次

性 を 考慮 し て ， 全体的 な ス ィ
ーク エ γ ス を 決 め る ．各 X

テ ッ
プ に 多様 な 刺激 事態 を 準備す る．前 の ス テ ッ プ が う

ま く作れ な い 時お よび それ は で きて も間 が うま くつ な が

らな い 時 に は 補助 訓練 を 行な う．補助 訓練 まで
一

般的原

則 か ら導く こ と は 無理 な の で ，こ こ で は試行錯誤で
一

番

有効 な 方法 を求 め る ．

　黒須 （247 ）： 特に とりあげ るべ き質問 は な か っ た が．

今
．
後に お け る 研究 の 発展 が 期 待 され る ．

　北尾 （248 ）： 先ず解 決反応時問 と反応潜時 と が必ず し

も同
一

の 経過 を た ど っ て い な い が ，そ れを どうや る か と

い う平 井 の 質 問 に 対 し て ，両 測定値 の 処理 が多少と も異

る こ とに 起因す る と の 答 えが あ っ た 、ま た 、言語化 の 効

果 は どの よ うな 働 ぎに よ る も の と 考え る か との 三 谷 （東

京学芸 大 ） の 質問 に 対 し て ，言 語 化 を 求 め る と潜時が の

び る の で ，よ く考 え て 反応 し よ うと す る構え を 作 り出す

の か も し れ な い ．モ テ ィ
ベ ーシ 。 ソ の 面 尋こ は 影響は ほ と

ん どな い と思 うと述 べ られ た ．清水 か らは 被験者 が 情 報

選択 方 略 を と っ た か ど うか を 調 べ る こ と が可能 か との 質

問 が 出 され た ．諜題 を 困 難 に す る た め Olson の 場 合 よ

り電球 の 数 を 増や し た ，その た め 情報的電球を押 し て も

必ず し も情撮選択 的 と 1よい え な い ，何個以上続け て 押 し

た 時 と い う基準 を 設け る と か ，岩 井 （234）の 発表 で さ

れ て い る よ うに ，反応総数に 対す る情 報的電球 へ の 反応

の 比率を求 め る とか 分析 の 方法を 工 夫 し て み た い と の 回

答 が行な わ れ た ．

　　　　　　　　　　　　　　 （平 井 　久 ・久原恵子）

一　IL 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


