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発 表 者 　 岡 本 夏 木

　　　　　　　　　 目　　　的

　今回 ま で の 研究報告に お い て ，思考構造 テ 7・トに つ い

て は ，横断的観点 か ら検討を 加 え て きた ．今年度は ， 本

M究 の 3年 目 に あ た り， 3 回 の 追跡 的 テ ス ト実 施 に も と

つ く縦断的研究 の 第
一

歩 が 可能 に な っ た ．

　今回 の 研究 で は ，一部 の 資料 に つ い て で は あ る が，縦

断的分析を こ こ ろ み 、そ れ に よ っ て 将来 の 分析 に 対す る

方法論を探索す る と と もに ，今後に お い て よ り くわ し く

解明 す べ き問題点 の 発見 と，作業仮 説の 設定 を主 た る 日

的 と して い る，

2 群 に ．つ い て で あ る ．

　資料 の 分析 に あ た っ て は ，
3 年間 の 追跡 資料が完備し

て い る もの に 限 っ た の で ，実瞭 に 用 い られ た 被験 者数

は ，A 群 47 名，　 B 群 81 名で ある，

表 1 被 験　者 （ag　43 ・3 当時）

　　 　　 　　 年 少 組
幼 　稚 　園
　　 　　 　　 年 長 組

34人

63 　
− → 　 A 群

　　　　　　　　　方 　　　 法

　　被 験 者

　昭 和 43 年 3 月当時，表 i に 示 し た 被験者 （京都教育

大学付属幼稚 園園児 お よ び 付属桃 山小学 校児童 ） 34i 名

に つ き，第 1 回 テ ス トを 実 施 した 後， 44 年 3 月，45 年

3 月 に ，それぞれ 第 2 回，第 3 回 の 追跡 テ ス トを 個別に

実施 した ，

　今回 の 縦 断的研究 の 資料に 用 い た被験者は 上 記被験者

中，表 1に 示 した ，A 群 （43 年当時幼稚圏年長組 に 在

園し，そ の 後小学 工年生， 2 年生時 に テ ス トを うけ た も

の ） と，B 群 （43 年当時 ， 小学校 2 年 生 に 在学 し， そ

の 後小学 3 年生 ， 4 年生 当時 に テ ス トを うけ た もの ） の

群B→

778780年

年

年

123

校学へ4

計 341

　　テ ス ト問題

　 ピ ア ジ ェ の 群性体 操作 4 つ お よび 層 空 間概念 ， 保存概 ．

念 の 計 6 つ の カ テ ゴ リ
ー

に 関す る もの と し て ，衷 2 に 示

す よ うな 19問 を 作成 し， 3 年 1周実施 して きた 、

　 こ の うち ，従来わ れ わ れ が 行な っ て ぎた横 断的研究結

果 を 考慮 に 入 れな が ら，四 種 の 群性体操作 お よ び ，保

存 ，空問概念 の 測度 と して
， 表 3 に 示 す よ うな各 カ テ ゴ

リー 3 問，計 18 問 （た だ し 小聞項 目 に わ か れ る もの も

あ る ） を 用 い て ， 今回 の 縦 断的分析の 資料 とする こ とに

し た ，

表 2 思 考 構 造 テ ス ト の 内 容

 
ゴ
鞭 齶

1

類

の

加

法

8

10A

10B

2A

2B

間 題 内 容

　 　 　 　 　 　 …
　　　　　　　（首飾 り） 赤 8 個 ，白 6 個の 計 L4個 の 孔 の あい た 「は じ き」 を用 い る ．部分 と全体
紛 と全体 Ai

毒饗齧髏激纏 歪慰難 嬲詩 盞薯齠 繼 器 書を謬P
　 　 　 　 　 　 …

鰯 ・全 体 ・ i覊と

♂こ
問）

“
A 間は 男か 女 か ど ち らか で あ る ・男 と人間 とで は どち らカs多 い か ？

”

　部分 と全体 Bl （女 と 人間）
“
女 と入間 と で は ，ど ち らが少な い が

’
を間 う．

　　　　　　　i（人閤 ・家具 ・動物） 人間をえ が い た カ ー ド 3 枚 ，家具 を え が い た カ ー ド 4 枚，動
水 平 分 類

傑 巻礎 鶴 陣 計嫩 の 力 冖ドを 用 い
Jt

‘
同 V もの ど うし， い

・ し ょ に

．＿＿、＿　＿．．−　　　　　　 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＿　　　　　　　　　＿．一　一＿＿．＿＿t．一一

垂 直 分 類 跨弾
の 可齢 つ 灘 者 に つ い て

・

“

こ ん 脚 爛 に 分け て み よ
）1

と問
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5Fl
マ ト リ ツ ク X

… A
　　　　 左 図 の よ うな図形 を印刷 した 川紙を与え ，

“

こ こ （右下）の と こ ろ へ どん

暑F 轡
… 鰰 … 呱 ・ 醗 ・ ・縮 ・ … 入 れ ・

））
・ ・

亘

類

129 “ リ ・ ク ス i
　　　　　　　　　i
　

17

の

乗

法

左 図 の よ うな 配置 で 青 い 魚 （白 ）と赤 い 魚 （斜線）が か か れ て い

る．
“

こ こ （右 下）の と こ ろ へ ，ど ん な魚 を 入 れ た ら よ い か ．ほ

か の 魚 を よ くみ て ，こ 璽中 （選択狡 6 個を 作成 し，青色 ，赤 色
℃ ，

い ろ ん な 方向 に 魚が え が か れ て い る．そ の中に 正 しい もの

が 1 個あ る）か ら選 べ
”

と間 う．

交 接 分 類

　　 t18
　 1 交 差 分 類

十
　　　　　　　 左図 の よ うな 配置で 縦 の 列 に は ，色違 ；V ・の 三 角形 が 配列 され，横

　　　　　　　 の 列 に は ，同 色 （緑色）の 多角形 が 配列 され て い る．“
こ こ （中央 の

　　　　　　　 空 白 部）IC−，どん な の を 入れ た らよ い か ，よ く考え て，こ の 中（選

　　　　　　　 択肢 6 個 の 図形 を 用意し，そ の 中に 正 し い もの が 1個 あ る）か ら

　　　　　　　 選べ
”

と 問 う．

（男の 大人 ・男の 子 ど も ： 女 の 大入 ・女 の 子 ど も） 男 の 大 人 ・男 の 子 ど も ・女 の 大
人 ・女 の 子 どもをえが い た 絵それ ぞれ 2 枚，計 8 枚 を 用 意 し，十 字 に 仕切 っ た 画 用
紙 （4 っ の 象隈 か ら な る ） の 上 に ，そ れ ら 8 枚 の 絵 を よ く考え て ，同 じ もの ど う し

くみ に し て 分け る よ うに い う．

4 　　長 さ の 系列化 鵬鞠禊並 巽暫驫累霧
で 12cm ず つ 異 な る 5 本 の 断 臆 し，‘

“fiLNも

里

関

係

の

加

法

3A 直径 8cm ，10cm ，4c 皿 の 円板を用意 し，
よ うPこ V、う．

こ の 順 に 配置 し大 きい もの を 2 つ とる

3B

3C

3D

「
中 」 の 概念

上 と同様 の 円板に っ い て ，小さい も の を 2 つ と る よ うに い う．

直径 4cm ，10cm ，　 S　cm の 円板 を用意 し， こ の 順 に 配置し ， 小 さい もの を 2 つ と
る よ うに い う．

上 と 同様 の 円板に つ い て ，大 きい も の を 2 つ と る よ うに い う，

14A 中央 に ，中位の 長 方形を印刷 した 長方形 の 紙 を 用意 し，
きな 四 角を 書け

”
と指示す る．

“

こ の 紙 に か け る
一ば ん 大

Rey の 図 形

14B 上 と 同様 の 用 紙 に ，
“
今度は ，こ の 紙 に か け る 【ぽ ん 小 さな 四角を書け

”
と 指示す

iる ・

・ i系 列 ・ 対噸鑵驫 繼 騰 驢競鯱 飜 騾 驟
　 　 1＿ 一＿＿一．＿．i＿．　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 ．一．一一一　 ．一一　　　　　　　 　　　　　 ．．．　　　　　　　　　　　 一　＿．

W

関

係

の

乗

法

1一 飄 ・ 逆・据 蟹鴇
の

獵韆錆も騰 費貌 秘 轟窪灘艱 鷲 携
方 か

15　 長方形の 配列

］9 重複的系列化

（1）　　　〔2）　　　　〔3）　　　　（4）　　　（5）

左 図 の よ うに ，四 角 が配列 さ れ て い る と ぎ，（4×5｝の
とこ ろ へ ，

“
ど ん な四 角 を か けば よい か ？

”
を たず

ね て書か せ る ．

（円筒 な らべ ）

縦 の 系列 に は 　高 さ の 順 に ，横 の 系列に は 太 さ の

順 に 配列 さ れ た 9個 の 同 筒 （左 図 ）を 10秒間提示
した の ち に ，も との よ うに 再生す る よ うに 教示す
る．
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V

空

間

概

互A

念 1

♂ 1
’BIlC

ト ポ ロ ジ ー空

間

d i左図 に 示 さ れ て い る よ う姻 形を順次 に ひ とつ ず つ 提示 して ，み た ま

　　　i ま描写 さ せ る ・

6fl　　　 唱

　 1D

　 gA 　l
l− 　　．．一＿

，

9B 鞭
ク リ バ

9C

1−−

i蘯 一 り i
島一

塾
蝨一 ［ゴ

び ん に は い っ た 水 を ， 右 の よ うに傾げ た り，さか さ に した り，横に し

た りす る と ，水 が どの よ うに な る か を描 か せ る．

1、

保

7A

存

性

7B

13

16

I

　　　　　　 l（棒 の 長 さ ） 2 本の 棒が 等長 で あ る こ と を確認 さ せ た後，片方を 右 側へ 目の 前で 動

　　　　　　　i　 　 　 　 か し た と き，2 本 の うち
“
どち ら が 長 い か

”
と問 う，

1長 さ の 保 存 i　 　 　 　 　 　 　
−

　
一． 一 一一…一一一一

　 　 　 　 　．−

1　 　 i　 　 菱騰蒜  黯岬
へ ゜の 前 で 動 力’ し た と き ，

2 本 の うち
“
ど

1　 　　 　　 　　 　　 　 1

醸・ ・

州 匚 ロ ー ［』 鏘饗  麟 靨雛 灘 攜 驟 鑞 聯
、．一．一・．一一一．

　　 ；　　
．
　
．
　
．
　

．
　　 　　　

一．一一．
　　

．一一一
　　 　　　　　

一
　　　　 　　　　　 　　

一一．一一一．．・−

i一 障甲興譱 轗 驟 婁懿 摯を覊

表 3 今回 の 分析 に 用 い た 問題

作 1卩 　 　 鑞 ．雰
と 全 体 首　　　 リ

類 ・加法 0 醐 と 冷賛 β ヒ倒 　　　
・

2 垂 　　 分 　 、
［E§
　 o

5 マ トソ
ツ

クス 口　σ

類疎 該 17 交 落分 類 尋
13
’

女又 分 萎 甥・
労 x伏々 ナ陶

さの 　 　
IL

な
『

bL

勵鼠・加法 ｝佑A 尺e 魂 髭 ノ 　 ［男

μ←B 尺e り 図 罷 回 蹴 囮

6 系殖 萠 円影 ，乙　　動
〆
夫 丿〕・　 　 ・r亘

関侮 象法
8

　 沁 ・小 ×　
‘・

丿

1『 望．
F
！筑 　 百 石 5 （

ぐ

（幅 冫メ （欷 ）

こっ 保 イ｝ ＝ → 一＿二：
一

保 　 赫
β 面 　霧 毒 冷

目一

［b
1 昼

圃→ 日
9A ＊平 鞭

び＿

空　 間 脅B 水平概 起 鶸とo
　＼

〔｝ 1『（二 水 平概 起

各 カ テ ゴ リー別（操作別 ）得点基準

正 　 　　 　 　　己己 　　 　　 　　 　
ff

結 果 と 考 察

32

ー

一

○ 嵯聖）　　 2

｝△ （ヂ間・ ・

陶 釉 越 ヤ1ユ 柴（2Xx 　6励 一
）

　 テ ス ト得点平均 の学年的変化

　 テ ス ト結果 の 採点 に あ た っ て は ，次 の よ うな 方 式を用

い た ．す な わ ち ，各 カ テ ゴ リ
ーご とに ， 3 問全部 を 正 解

した もの を，一・
応 そ の 操作 （も し くは 概念） の 達成者

（成立者） と見な し，記号 と して は ○ を つ け る、 3 問全

部 に 失 敗した もの は ，不 成立者 と し て x を つ け る ． 3 聞

中 に ， 1 問 な い し 2 問 を 正 解 し た もの は ，一
応中間的段

階 に あ る 者 （すな わ ち 条件 に よ っ て ，操作や 概念が動揺

し て い る とみ な す ） と し て △ 記 号 を つ け る こ とに し た ．

そ して ，○ に は 2 点，△ に は 1 点， × に は Q 点 を 与え る

こ とに し た ．すな わ ち ，表 3 の 下部に 示 め し た よ うな得

点基準 に よ る こ とに な る．

　 した が っ て ，テ ス トの 全問髓 （18 問）を 正 解 した も

の は ，計 12 点 を 得 る 二 と に な る ，

　 ま ず は じめ に ，各個 入 に つ い て 6 つ の カ テ ゴ リーを こ

み に して 求め た テ ス ト得点 を み て み る と， A
，
　B 両群 の

学年別平均 と標 準偏差 は 表 4 の よ うに な る ，ま た 平均を

図示す る と，図 1 の よ うに な る ．

　A ，B2 群 とも，成績 は ほ eii　 ．線的 に 向 上 し ， 標準偏

差 に は 大 きい 変動 は み られ な い ．問題 とな る の は A 群

と B 群 の 小学 2 年時 の 得点 に 大 きい 差 が あ る こ とで あ

る ．図 1 か ら も明 ら か な よ うに ， A 群 の 小学 1 年時は ，

B 群 の 2 年時 ，A 群 の 2年時 は ，　 B 群 の 3 年時 と ほ ぼ

匹敵す る 得点 を 示 し て お り，A 群 の 方が ， 概し て 発達
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表 4 テ ス ト得点平均と標準偏 差

転 ＼ 酬
A

（。 ．、7）引
B

（。 ． 81）
群

　 　　　 　　 　　 M S ．D ． M S ．D ．

幼 ・年 長

小　　　 1

小　 　 　2

小　 　 　3

小　　　 4

5．06

．99

．5

（1．正3）
．

（L43 ）

（1．43 ）・　 フ、0

　 　 　 　 　 8 ．B

　 　 　 　 lO ．5

（t．37 ）

（垂．51）

（1，2王）

勝

，tV

　 　 幼

／

　　　　瞬

／
X

oL ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ．＿ ＿

　 テ ス ト得点の学年間相関

　 A 群，B 群それぞれ に つ い て ， テ ス ト得点 の 学年間

の 相関係数 （ピ ア ス ソ に よ る）を 求 め る と，表 5 の よ う

に な る．全般的に 相 関が認 め られ ，あ る程度 の 恒常性が

予 想 さ れ る が ，従来 の 知能検査に も 4 つ く縦断的 諸研究

で の ，隣 接 した年齢間 の 相関値に 比 べ る と，比 較的低 い

値を 示 し て い る ，特 に 、A 群 で の ，幼推 園年長時 と，

小学 2 年時 との 問 の 相関 が きわ め て 低 い こ とが注 目 され

る 。

　 こ れ ら の 相関係数 の 低 さ は ， 先ぎに の べ た よ うに ，本

研究 で 用 い た 被験者 が ，入 園時 の 選抜 を うけ た標本 で あ

る た め と ， 被験 者数 が 少 ない こ と （と くに A 揃 よ少な

い ）に も起因 して い る と思 われ るが t い ま，成績差が ど

の 程度 の 恒 常差 を もつ か を ，次 の よ うに 示 し て み た ．つ

ま り， 第 1 回 テ ス ト （A 群 は 幼稚園年長時 ，B 群は 小

学 2 年生時）得点 に よ っ て 高，中，低 3 群 に 分 け，各群

の 第 2 回 ， ag　3 回 テ ス ト得点 平均 を追跡 し た結果が，図

2 で あ る．第 1 回 テ ス トの 高中低群 を 分 か つ 基準 は ，平

均 よ りほ ぼ 重標準偏差値以上の もの を高群，以下 の もの

を 低群 と した ．各群の 得点基準お よ び 人数 は ，図 2 に 示

し た とお りで あ る ．

　 A 群 で は ，幼稚園年長時 に み られ た 差 は ，小学 2 年

　 　 小 　　 　 ’ト　 　　 小

　　 ユ　　　2 　　　3

図 1　テ ス ト得点平均の 図示

速度 で は 1 年ほ どの 優 位牲を示 し て い る．

小
表 5　テ ス ト得点 の 学年間 の 相関

小 1　 小 2 小 3　 小 4

　 こ の 原因 と し て は 2 つ の 可能 性 が 考 え ら れ る ．一
つ

は ，テ ス ML−
一．対す る慣れ の 問題で あ っ て， 2 年生時 をと

っ て い うな ら，A 群で は 3 回 目 に うけ る テ ス トで あ り，

B 群 で は 1 回 目 に うけ る テ ス トで あ る 点で あ る ． し か

し ピ ア ジ ェ 式諜題 の 性質 か ら考え る と，こ う した 影 響性

は 小 さ い と思 わ れ る の で ，原因 は む し ろ ，
い ま一つ の 場

合，すなわち A 群 と B 群の 能力差 に よ る と 考え られ

る ．こ の 被験者 た ち の 属する 幼稚 園の 性質上 ，入園 時に

選抜試験 が課 せ られ る （小学校児童 は ほ と ん ど ， そ の 幼

稚園か ら の 進学者 よ りな る ）が ， A 群 の 入 園時 は ，そ

れ ま で の 選抜又方法 の き りか えが 行な わ れ た 年に あた

り，B 群 の 入園時 に 比 し て ，選抜度 が よ り厳 し ぐな っ

た た め
， 能 力的に は A 群の 方が B 群 よ り もす ぐれ た

被験者か ら な っ て い るた め と思 わ れ る．こ の A 群 ，
B

群 の 差 は ，両群 に つ い て の 結 果 を 連続 させ て 分析 し て い

くこ と に は 障害と な るが ， そ れ ぞれ の 群 内で の ， 縦断的

分析 をほ ど こ し て い く上 で は ，一応大 きい さ し さ わ りは

な い とい え よ う．

幼 ・年 長

小　　　 ；

小　　　 2

小　　　 3

．608　　　．250

　 　 　 ．457

．S87 　　　　，410

　 　 　 ．654
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　 　 　 　 跡 年長　 小 1　 　 ！J・11ta 　 　 い 3　 　 小 今

　　 　　 　 図 2 上 ・中 ・−下群別追跡

（注）　A 群 は ，幼稚園年長時， B 群 は 小学校 1 年

　　 時 テ ス ト得点で 上 ・中 ・
下 3 群 に 分け，その

　　 後 の 各群 の 平均 を追跡的 に 図示 し た もの ，
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生時 に は ，ほ と ん ど消滅して し ま っ
て い る の に 対 して ，

B 群 で は ， 比較恒 常牲 を 保 っ て ， 3 群 は 平行 し た 増加

を 示 して い る ．こ の こ と は ，先 に 示 し た表 5 の 根関表か

らも当然予想 さ れ る こ とで あ る が ，こ れ らの 事実 は 、子

ど もが前操作的段階か ら，具 体的操作段階 へ と移行 し て

くる際の 発達速度 と，具体的操作段階 に は っ
い て ，種 々

の 論 理的操作を完成 し て い く際 の 発達速度 とは ，比較的

独立 で あ る こ とを示 峻 し て い る の か も しれ な い ，こ の こ

とは ま た ，後に 述 べ る個人 の 発達速度 の 遅速 の パ タ ーン

と も関連し て くる だ ろ う，

　操作別達成速度

　各 カ テ ゴ リ ーに つ き， 3 問 を 正 解 し た 場 合そ の 操作 も

し くは概念 の 達成者 とみ な し，O 記 号を 付 し た こ とは ，

先 の 採点法 を の べ た 通 りで あ る が，こ の 達成者 の 比率を

手 が か りに
， 各 カ テ ゴ リーの 成 立 速 度 を 比較す る こ とに

し た ．　 　　 　 　 一

　 い ま ， 各被験者が 3 回 の テ ス トを うけ て い る の で j こ

れ を 延ぺ 人数 （108 × 3） とし， 6 つ の カ テ ゴ リー巾 ， 達

成 し て い る カ テ ゴ リー数 を し らべ ，それ を そ の 破験者 の

そ の テ ス ト時 の 「成立 度 」 と した ．た と え ば 6 つ の カ テ

ゴ リー中， 3 つ の カ テ ゴ リ
ーを 達成 し て い る 場合 は ，

「成 立 度 3 」 の ダ ル ープ に 入れ る ．そ し て こ の 成立度を

同 じ くす る も の ご と に ，各 カ テ ゴ リ ーの 達 成 者 の パ ーセ

ソ トを 図示 し た の が 図 3 で あ る ．す な わ ち ，成立度 1 の

も の は ， 6 つ の カ テ ゴ リ ー中 どれ か L つ の み を 達成 して

い る わ け だ が，そ れ は ，主 と し て 類 の 加法 か ，空閤あ る

い は関係 の 乗法 に お い て であ る こ とが わ か る．ま た ， 成

立 度 6 の も の で は ，各 カ テ ゴ リ ーす べ て が 100 ％ に な る
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　　　　 図 3　操作別達成老 パ ーセ ソ ト

（港） 1．達 成者 は ，そ の カ テ ゴ リ ーの 3 問を 正 答 し ，
　　　 表 3 で ○記 号に 属す る もの を い う，

　　 2．人 数 は 3 回 の 測 定を 延べ 入 数 と し て い る，

　　 3 ．た と えぽ成 立度 （2）と は ， 6 個 の 操作 カ テ

　 　　 　ゴ リ ー中， 2 個を達成 し て い る 者 を い う．

　　　 他 も同様 ．

こ とは い うま で もな い ，

　図 3 が 示 す 全 般的傾 向 と して は ，類 の 加法，関係 の 加

法，空間概念等 は 比較的成立 が 早 く，つ い で 関係の 乗

法 ，保存 の 順 に お そ くな り ， 類 の 乗 法 の 成 立 は も っ とも

お そい こ とが わ か る，

表 6 操 作 間 成 績 関 連 表

図徐
・
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　 操作間連 関性

　先 の Pt　3 か らもあ る程度把握 で き る が
，

い ま 4 つ の 操

作 の 成績間の 連関性 か ら、順次性 を推測す る ため 、 × △

O の 連関表 （延 べ 人数に よ る）を作 っ て み る と，裘 6 の

よ うに な る．な お， 4 つ の 操作問の 連関裏 に 外 に ，関係

乗法 と保存間の 関係 を，こ の 後 の 考察で も興味 が あ る の

で つ け加え る こ とに し た．

　表 中に 記 入 した 矢E9は ，表中 の 数値か ら推測 され る順

次性 の 方向を 示 して い る．た と え ば ，類 の 加法と類 の 乗

法 の 闘係をみ る と，類 の 加法が 先 行 して い る し，ま た ，

関係 の 乗法 と保存 の 関係を み る と，未成立 段 階 か ら 中間

段階へ の 過稈 （× → △ ） で は、関係の 乗法 が 先行 す る

が，中闘段階 か ら成立 段階へ の 過 程 （△ → ○ ） で は ，関

係 の 乗 法 の 成 立 が 先行す る もの と，保存 の 成立が先行す

る もの との 二 つ の タ イ プに 分 か れ る こ と が推測 され る ．

こ れ に つ い て は 次 の 縦 断的分析 へ の 手 がか りを 提供す

る，

　関係乗法 と 保存の 体制化過程に関す る 譲断的分析

　 ピ ア ジ ェは ・録存 の 達成 は 補償 （・。 r・pe・ ・ati ・ n ）操

作 （関係乗法）あ る い は 逆 操作 （inversion） ｝こ よ る 構

成 に もとつ くこ とを 強調 し て い る の は 周 知 の とお りだ

カ  わ れ わ れ の 資料で は ， 関係乗 法系 と，保存系 の 関連

を と りあげ る こ とが 可 能 な の で こ れ を 問 題 に し て み よ

う．すで に 上 述の とお り両者間 の 順次性 に つ い て は ，表
6 か ら も 二 つ の タ イ プ がみ られ る の で は な い か と予想 さ

れ た が，こ こ で は さ ら に くわ し く縦断的検討を加え て み

る こ とに す る．

　 い ま，図 4 に み られ る よ うな 分析 を 行な っ て み た ．各

被験者に つ き，関係乗法 と保存の 両者 が，ともに 成 立 し

た 年時 を し らべ （関係乗法，保存 か と もに O と な り，図

で は ○○の 記号 で あ らわ さ れ る ），さ ら に そ の 被験 者が ，

そ の 前年時の テ ス トで の 達成状）を さ か の ぼ っ て し ら べ

て み た の が 図 4 で あ る ．す な わ ち ，小学 1年時以前 で ，

両者 が ともに 成立 した被 験者 は 見当た らず，小学 2 年時

ぐ葺冫……一一 一一一一一・・一一 ・
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で ，両者が成 立 した もの が は じめ て ， 6 入あ らわ れ た ．

そ こ で
， そ の 6 入 に お の お の に つ い て ，その 1年前 の 小

学 1年時 の 両 カ テ ゴ リ
ー

の 成 立 状態 を み て み る と，関係

乗法 は成 立 し て い る が ， 保存は 中間段階 に あ る もの 〔○

△ 記号で 示 めす〕 5 人， その 逆 の もの は 1 人 で あ っ た ，

す な わ ち ，関係乗法先行型 の 方 が，保 存先行型 の もの よ

り多 か っ た ，以下 同様 に ，小学 3 年生 時 に 、は じめ て

○○型 を 示 め し た も の et　14 人，小学 4 年生時 で は 23 人

で あ り，そ れ らに つ い て も同様 に ，そ の 1年前の 状態 を

し らべ た 結果 が い ずれ も 図中に 示 さ れ て い る、 B 群 は

小学 4 年生時 で 資料 が終 っ て い る が， 4 年生時に ○△ 型

の も の は 9 ん △ ○型 の もの ｝t．　14人 あ り，
こ れ らは 今

後 5 年生時以後に お い て ，OO 型 に へ と発達す る と考 え

られ る．図 4 か らわ か る よ うに ，関係乗法 ， 保存の 両系

が達成 され る場 合，関係乗法系が先行す る 過程に よ る タ

イ ブ と，保存系が先行す る 過程 に よ る タ イ プ の 二 つ の あ

る こ と が
，

こ の 縦断的資料 に お い て 明確 に 示 さ れ て い る

（△ △ 型 か ら直 接00 型 に い た る もの は ， い た っ て 少な

か っ た ）．

　い ま00 型 を ，関係乗法系 と保 存系 が 統 合 さ れ ，体制

化 され た 段 階 と仮定す る と，そ うし た 体制化過程 に お い

て は ， 関係乗法系 の 発達が先導 して 保存系 を 完成 させ て

い く場 合 と，保 存系 の 発達が先導し て
， 関係乗法系 を 完

成させ て い く場 合があ る こ と考 え られ る．

　し か も注 Rす べ きこ とは ，図 4 が示す よ うに，比較的

早期 に 両系 の 体制化 が 成立す る 子 ど もで は ，関係乗法系

が 先行す る コ ース を と る 者 が 多 く，逆 に 遅 い 時期 に 両系

の 体制化が 成立す る 子 どもに は ，保存系が 先行す る コ
ー

ス を と る 者 が 多い こ とで あ る ．い ま ち なみ に ，両系 の 早

期成立者 （小学 3 年生以前）と終期成立者 （小学 4 年生

以後）に 分け て ，そ の 成立 に 先立 つ 状態 を ○ △ 型 と△ ○

型 に 分 けて し らぺ て み る と表 7 の よ うに．な り，両 者 の 間

の 差は 有意で あ り ， 上 述 の 傾向が 証明 され る ．

　 こ の事実は 興 朱ある発見 と思われ る が，そ れ で は な ぜ

早期成立者 で は 関係乗法系 の 先行 タ イ プ （○ △ 型） が 多

い の か ， ま た保存系先行 タ イ プ （△ ○型） に お け る保存

系 の 成 立 は ，補償操作 よ り もむ しろ 逆 操作や ，あ る い は

ブ ル ーナ ー （Bruner ， 」．） の い うよ うな 同一性認知に よ

表 700 成立 に い た る コ ース

成 立 の 時 期

後期成立 者 （3・4年） l
　 　 　 　 　 　 　 　 　 f
早期成立 者 （］・2年） ：

○ △ よ り 　 △ ○ よ り

　（31人）　　　 （32人 ）

関係 ・乗 法 と保存 の 体髄化 に い た る コ ー
X の 縦断的分 析

17人

14 1 28 人

4
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る の か ，等，い くつ か の 疑聞が生ず るが ，こ れ ら に つ い

て は わ れ お れ の 研究結果か ら解答を見出す こ とは むずか

しい ，む しろ こ の 研究 が 示 し た 事実 は ，今後 の よ り くわ

しい 臨床法的研究 に お い て解明 さ る べ き問題 を提 出 した

こ とに な ろ う．

　 発達的変化に関する縦断的因子 分析

　従来の能力 に 関す る 因子分析的 研究 に お い て は ，あ る

測定時点 に お け る 各能力状態 問 の 相 関 を 求 め ，因子分析

を ほ どこ し て 因子構造を とらえ る の が 常 で あ り，ま た そ

の 発達的研究 で は い くつ か の 時点の そ れ ぞれ に お い て ，

上 の よ うに し て と らえた 因子構造を比較 し な が ら考察を

こ こ ろ み る 方法が と られ て い る ，

　 われ われ は ，本 研究 で は ，縦 断的資料 の 特色を生 か し

て，次 の よ うな 薪 た な こ こ ろ み を 企 て た ，すな わ ち ，縦

断的 に 2 つ の 測定時点を と る時 ，各能力 （本研究 で は 各

操作 も し くは 概 念 カ テ ゴ リ ー） に つ い て ，そ の 2 つ の 時 ．

点間 で 、発達的変化 が み ら れ た か ，み られなか っ た か

（前進 した か ，停滞 の ままか ） の 指標 を うる こ とが で き

る ．そ して ，そ の 指標を も と に ， 2 つ の 能力間 の 発達 的

変化の 共変性 を と ら k る こ と が で き る、こ うし た能力間

の 共 変徃 を あ ら わ す相 鬨表 を も と に し て 因子分析を ほ ど

こす時，単な る 「能力の 構造 」 で は な くて ， 「発達 の 構

造 」 を とら え る 可能性 が 期待 で き よ う．

　 こ の 分析 に あ た っ て ， A 群 で は 小学 1年生時 か ら 2

年 生 時 の 間 の 変化， B 群 で は ♀年生時 か ら 3 年生 時 へ

の 変化 をと りあげ る こ とに し た （両群 の こ れ ら の 年時 で

の 成績 水 準が 互 い に 匹 敵す る こ とは ，は じめ に 示 した 図

1 か らも明 らか な と こ ろ で ある），

　 分析 の 方 法を 具体的 に 説 明 し て み る と，た と え ば類 の

加薩操作 と，類 の 乗法 操作 と の 間 の 共 変関係 を し らぺ よ

うと す る 時，そ れ ぞ れ の 操作に つ い て 2 つ の 測定時点間

に ，進歩 が あ っ た もの と，停滞 した ま ま の もの に 分け，

表 8 に 示す よ うな 四 分割表を うる こ とが で ぎ る ．た と え

ば A 群 で小学 1年生時に 類 の 加法， 乗法 ともに △ △ で

あ っ て 2 年生時に加法は○ ， 乗法は △ の ま まで あ っ た も

の は ，四分割表中 の b の セ ル に い れ る．た だ し ， 小学 上

年生時 に い ずれ か の 操作 に す で に ○ を含む もの （○○ ，

Q △ ，△ ○ の ご とき） は ，そ の 後 の 前進 ， 停滞を み る資

料 と し て は 適当で な い の で 除 外 した （した が っ て ，各操

作間 の 四 分害1｝表 に 用 い られ る被験者数 に は 変動がみ られ

る こ と と な る ．こ れ は 本研究 で 被験者 の 成 績を x △ O に

3 分 した こ とか ら くる 欠陥 で あ り，今後計 画 的に よ り精

密な 指標を用 い る こ とが 可能に なれば ，
こ の 欠陥は 補な

う こ と が で き よ う）．こ う し た 四 分割表を も と に ，各操

作間 の 四分割相関係数を求 め た もの が表 9で あ る ．

表 9 縦断的 資料 に よ る 発達的変化 の 操作間相関表

　　　（四分割相関係数）

＼ 1類 ・加 類 乗；関
・躙 ・乗1保矧 空間

類　
・

加

類　・乗

関　・加

関　・乗

保　　存

空　　崗

＼

．le

．04

．43

，20

．02

，io

＼

．392

　

7

3
・

0

唱
一
　゚

，21

，04 ，43 ．20

，39，　 　 　 ．32

＼

−

i− ，，

　　 i．一一＿
・・1 ト ー

　 　 　 ．02．21

．i3 ，25

．07

．21

，02

＼

．43

．02

表 8 四 分割表 の 作 り方 の 例

　 類　の 　加　法

褥 副 前 症

瀏 前 進 　 ・ 乱

調 停 滞 d b

（注）
・こ れ よ り四分割相関係数 （γの

　　　 を 求 め る ．

　　 ・は じめ に ，00 ，0 △ ，△○ の

　　　ご と き タ イ プ で ， す で に ○を含

　　　む もの は 除 く，

．oo

．13

．25

．43

＼

　こ の 相 関表 を も と に ， 重心 法因子分析 を ほ どこ して 得

た 重 心 因 子 行列 は 表 10 に 示 す通 りで あ り， こ れを 図示

し て さ らに 直交軸変換を ほ ど こ し た結果は 図 5 が 示す よ

うで あ る．こ の 図か ら明らか な よ うに ，類 の 乗法 ，関係

の 加法 ，関係 の 乗法 が一群 の ク ラ ス タ ーを 形 成 し，こ れ

と ほ ぼ直交的 に ，保 存，空間概念 が一群 の ク ラ ス タ ーを

形成 し，類 の 加法 の み が例外的 な 位置を 占め て い る ．い

ま
一

応，前者 の ク ラ ス タ ーを群性体操作に よ る 論琿系，

後者を 下位論 理 系 の 発達的変化 を代表す る もの と考え る

と，同時的共変関係と い う点か らす る と，両 者は それぞ

れ の ま と ま りを も っ て 比 軟的独立 し て 発達す る こ とを 本

表 10 重 心 因 子 行 列

1 類 ・加 　法

2 顛
・
乗 法

3　関係
・
加法

4　関係
・
乗法

5　空　　　 間

6 保　　　存

　 1

．391

．407

．702

．782

，436

，404

■

　 ．141
− ．230
− 。246

− ．475

　 ．5LO

　 ．492
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1

研究 は 示 唆し え た と い え よ う。

　 し か し ，こ の こ と越両者間 に 発達的連関が な い と い う

こ とを意味す る の で は な くて ，同期間 の 変化に 共通性

　（っ ま り
一

方が前進 す る 時 は 、他方も前進 し，一
方が停

滞す る時は ，他方 も停滞す る と い う関係 ）が み られ な い

と い うこ とで あ る．能力発達的変化 の 相 互 連 関性 に お い

て は
，

こ うした 同期問 内の 連関性 と ともに ，異 な る期間

同士 の 糊 の 連関性が重要 と思 わ れ る．た とえ ぽ ，能力 A

と能力 B の 前進 は ，同期間内 で は 連関 は 低 くと も，あ

る期問 で の A の 前進 が ，それ に 続 く期間 で の B の 前

進 の 基礎 と な る よ うな， 2 つ の 能力問 の 変化 の 順次性

が ， 発達的 に は 当然重要とな っ て くるは ず で あ る．小学

1 年生
一2 年生問 で は ，関係乗法 と 保存 の 変化 1剴の 連関

は 低 くと も，重年生一 2 年4 聞 の 関係乗法 の 成立 が、2

年一 3 年間 で の 保存形成 に 参 加 す る （あ る い は そ の 逆 ）

な ら，両者 の 期問を異に し た 変化冏 の 連関性 の 分析が き

わ め て 重要 と な ろ う．こ の よ うな 各能力 の 異な る期聞 の

発達的変化IUIの 連 関 性 の 分 析 （能力 の 発達的変化の 縦 断

的交差分析法） の 必要が痛感 さ れ るが．今 回 の わ れわ れ

は 資料は そ う した 分析を 行 な うに は 不 完 全 で あ り，今後

の 研究 へ の 方法論的示 唆 と して と どめ る こ と に す る ，

　い ずれ に して も，今回 の 結果 は 測 定論 的不 備は 残 して

い る が，従来 の 研究 が 能力 の 発 達水準 の 研究 が 中心 で あ

っ た の に 対 して
， 発達的変化そ の もの に つ い て の 研究を

可能 に す る方法論的示 唆 を あ る 程度 与 え うる もの と思 わ

れ る ．

　発達伸長者 と停滞者 の パ タ
ーン

被験 者 を 個人 別 に み る と き， そ の 発達 の ・ミ タ ーソ に ，

い くつ か の タ イ プ があ るの で は な い か と 予想 され る．す

で に は じ め の 表 5 に も示 した よ うに
，

A 群 で は ．幼稚

園年長組時と 2 年後 の 小学 2 年生時 の テ ス ト得点 の 相 関

が低 か っ た こ とは ，こ の 間 の 発達速度が個人 に よ っ て
，

相当量 な る もの で あ る こ と を物 語 っ て い る ．そ こ で A

群 に っ い て ，各個人 ご と に ， テ ス ト 得点 の 変化 を し ら

べ 年長組 時 と， 2年生 時 の 2 年間 の 問 に テ ス ト得点が

6 点以上増加 した もの （12人 ） を ，発達速度 が 大きい

「
伸長者群 」 ．3 点以下 の 増加 しか み られな か っ た も の

（15？・） を・ 発達速度の 遅 い 「停滞者群j と し た （こ の

2 年間 に お け る A 群の 得点増加 の 平 均は ， 4．5 で あ っ

た ）．こ れ ら の被験者 を とり出 し、そ の 得点変化を も図

示 した の が，図 6 で あ る ，

伸長者 （幼 ・年長 と小 2 間 で 6 点以上伸びた者）が

最初 に 達成 した 操作

21i             il62薦 沼   祠 言∫
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停滞者 （幼
・
年長 と小 2 間 で 3 点以内 しか 伸 び な か

っ た 者 の ）が最初に 達成 した 操作

　（注） 2 つ 以上 ○印 の あ る もの は ，同時 に 達成 し

　　　　た こ と を 示 す ．被験 者 番号 に ○ を 付し た も

　　　　の は 女子

　　 図 6　発達 の 伸長者と停滞 者 の パ タ ーソ

　そ こ で ，こ れ ら 伸長，停滞両群 の ち が い が ど うい う と

こ ろ で 生 じて くる の か を 検討す る た め ，こ れ らの 各被験

者 が ，そ の 発達途土 に お い て ，達成 し て い く操 作（ま た は

概念） に ち が い あ る か を し らべ て み た ．す なわ ち ，各被

験 者 が最初 に 達成 し た 操作がな に か を し らべ ，そ れ を 図

6 の 各被験者 の 下 に ○印 で し る して み た．伸長者群 に つ

き説明す る と，被験者 5 は
， 年長組時 で は ○を示 し た 操
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図 7　伸 長者 と停 滞者 が 最初 に 達 成 した 操作 の

　 　 　 バ タ ーン

（注） 関係 ・乗法 に つ い て は ，両群問 に 有意差あ

　　　り（頻数に よ る Xt＝10．89
，
　df＝1，　p〈0．1）

作 は な く，小学 1年生時 に は じめ て 類 の 加法 と 関係 の 乗

法 で○を 示 した ．被験者   は ， 1年生時 ま で は○は な

く， 2 年生 ｝こ な っ
て い っ き ょ に ，類 の 乗 法 以 外 は ○ に 達

し た ．以下 同様 に 各被験者 に つ い て し らぺ ，右 端 に ，各

カ テ ゴ リ ー別 に ○ を 示 し た 人数 と パ ーセ ソ トを 示 し，そ

れを 図示 し た の が 図 7 で あ る ．こ れ か ら明 か な こ と は ，

伸長者 が停滞者 に くらべ て ，著 し く異な る 点 は ，関係乗

法操作で あ っ て ，伸 長者Pt　12人 の うち 11 人 ま で が最初

に 達成す る 操作の 中 に こ れ を 含ん で い る の ｝こ ，停滞者群

で は 15 人中 3 人 に す ぎな か っ た （こ の 差 は X2＝lO ．eg ，

df＝2，　p く．01 で 有意）．こ の 他 の 諸操作や概念 に お い て

は 両群 の 間 に ほ と ん ど差 は み られ な か っ た ．

　す な わ ち ，比較的 早期 に 觀係 の 乗法操作を達成す る 子

ど も は 発達速 度 が 早 く，伸長 度 が 大 きい とい え る．そ し

て こ の こ とは ，先 に 関係乗法系 と保存系 の 体制 化 過 程 を

し ら べ た 図 4，表 7 に お い て ，両 系の 体制化 が 比軟的 iL

期 に 成 立 す る子 どもで は ，関係乗法系 が 先行 す る ル ー ト

を と る 者 が多い 事実 を 明 らか に した と こ ろ と も よ く
一

致

し て い る．

　 もちろん ，わ れ わ れ の 資料 は こ うした 伸長者 と停滞者

とを生 み 出 す原因 や ，関 係 乗 法操作 の 成立 を 左右 す る条

件 に つ い て は ， な ん ら明 らか iこ は し え て い な い が ，今 後

の 研 究 に お い て 関係乗法操作を よ りくわ し く検討す る必

要があ る こ と を示 唆し て い る し，ま た ， 教育的 に も 1 つ

の 作業仮 設 を提供 し うる だ ろ う．

総 括

　 F−｝c み て きた こ と を 概括 し て み て ，次 の こ とが い え る

だ ろ う，こ の 調査 は ，
ピ ア ジ ェ 型 の 問題で

，
テ ス トを 構

成 し た た め ，臨床法的実験と し て も，精神測定的方法 と

し て も，そ の いずれ に も徹 底す る こ と が で きず，不 完全

な ま ま に 終わ っ た き らい があ る が ，そ の 縦断的 分析 か

ら，む し ろ今後 の 研究 に と っ
て ，い くつ か の 作業仮設的

な 示 唆を うる こ とが で きた とい え よ う，

　 そ の 点を 列挙 し て お く t ，

　  前操作 的 段 階 か ら具体的操作段階 へ と移行し て く る

際 の 子 どもの 発達速度と ， そ の 後 の 具 体 的 操 作 が 完成さ

れ て い く際の 発達速度 の 問 の 相関は ，必ずし も高 くは な

い ．

　   関係 の 乗法操作 と、保存概念 と が達成 さ れ両者 の 体

綱化 が 成 立 して い く過程をみ る ど 子 ど もに よ っ て ，関

係 乗 法操作 の 発達が 先行 し て い くル ート を た どる もの

と，保存概念 の 達成 が朱行 し て い くル ー トを た ど る もの

と 2 つ の タ イ プ が あ る ら し く，か つ ，比較的早期に ．そ

の 体制化が成立 し て い く も の に は 前者 の タ イ プが多 く，

逆 に 遅 い 時期 に 成立 して い くもの に は 後者 の タ イ プ が 多

い ．

　   テ ス ト得点 か ら，具体的操 f醐 に お け る発達速度 を

み る と，伸長度 の 著 し い 子 ども と，停滞的な 子 ど もとの

問 に み られ る大 きい ち が い は 、前者が関係乗法揉作 を，

後者 に 比 し て よ り早 く達 成 し て い く点 に あ る ．

　   資料 の 縦断的解析 法 と し て ，各能力（も し くは 操作）

に つ い て 2 つ の 時点開 に お け る 発達的変化を指標に と る

こ とに よ っ て ，能力問 の 相 関を求 め ，そ れ に 因子分析 を

ほ ど こ す 方法 が 可能で あ る ，わ れわれ の 研究 で は 資料が

完 全で は な く，む し ろ こ の 方 法 の 可能性 を 示 唆 し え た に

とどま る が ，従来 の ，あ る時点 に お け る 各能力 の 発達水

準閣 の 相関 を も と に す る 因 子構造 に 比 し て ，こ の 方法 で

は 発達的変化 そ の もの の 性質の 解 明を よ り
一

歩進 め うる

の で は な い か と思われ る ．わ れ わ れが今回行な っ た 試験

的 こ こ ろ み か らは 群性体的諸論 理 操作 の 系 と，下 位論理

系 とは ，系内 で は そ れ ぞれ ま とま りを もち い な が ら ， 両

系間 の 同 時 期 で の 発達共変性は 比 較的独 立 し て い る こ と

が示駿 された、
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