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研究

　　　　　　　　　 名古屋 大学 　 二 宮 克 美

364 道徳的判 断 の発達 に 影 響す る 社会 的経験 の 検討

　　Ro】e　Taking　Oppotunityと の 関連

　　　　　　　　　　 東京大学　　山　岸　明　子

365 児童の 心 身発達 に 関す る追跡研究 （11）一
学 童

　　の テ レ ビ 視聴時間 と入 格発達

　　　　　　　　 愛 知教 育大学　 　堀　端 　孝 　治

366 社会的分配操作 の 発達 と認知的 お よ び環境的要

　 　因 との 関 係

　　　　　　　　 慶 応義塾大学　　内　藤　俊　史

　 359〜362は 昨年 に ひ き続 い て の 発表 で ，今回 は 明治

の 学制発布以降 の 修身 お よ び 理科 に 焦点 を あ わ せ ，特

に 全 国連教科 書 を生命尊重，達成動機，内容 別 に 分 析

検討 し た結果が報告 され た，無藤か ら評定の 借頼性 お

よ び McClelland らの 研 究 との 関 連 に つ い て 質 問 が 出

さ れ ，それ に 対 し前者 に つ い て は 抄録 に 示 し た 基準 に

し た が っ て 共同 研究者 全員 が 一
致す る こ とを 原則 と し

た が ，厳 密な意味 で の 信頼憶 の 検討 を行 っ て い な い こ

と，後者に 関 して は 達成動機の 考え方や 基準の 設 定 に

か な り参考に し た 旨述 べ られ た ．次 に 高橋 （愛知 教育

大 ） か ら 生命尊重 の 評定に 際 し，自他 の 問題 を ど う処

理 し た か
， ま た 修身の 内容分類 カ テ ゴ リ

ー
を設 定 し て

は ど うか と質問があ っ た ．前者 に つ い て は 自他 の 生命

を と も に 尊：重す る こ とを原 則 と し た が，片方 だ け の 場

合 も評価 の 対 象 と し，そ の 際区別 は し な か っ た ， ま た

生命尊重 と い うこ と自体が究極に お い て は 自 由と平和

を 指向 し た もの で あ る が 今後十 分検討 して み た い と述

べ ら れ た．高橋 か ら今後の 問 題 と し て ，現在 の 指導要

領，指導書や副読本 に つ い て も検討 し て ほ し い 旨要望

が あ っ た ，さ らに 本田 （文教 大 ）か ら，表題 に み る 人格

形成に 関 し て は どうな っ て い る の か，最終 目的は何か

と の 質問 が あ っ た．そ れ に 対 し て こ れ ら の 教 科 害を学

ん だ 人 々 が そ の 後 ど の よ うな価 値観 の も と に ど う生 き

た か を 自叙伝，伝記 ， 作品 や ア ン ケ
…

ト な どの 分析 を

通 して 検討す る 予定 で ，本報告 は そ の た め の 条件分 析
に 相当 し，最終的 に は 教 育 は い か に あ るぺ ぎか を具体

的 に 提示する こ と に あ る と述 べ られ た．

　 363 で は ， 実験的に 意図 と結果 の 情 報 提示 の 順序を

変 え、そ れ が 児童の 道徳的判断 に ど う影 響す る か を意

図 の 認知 レ ベ ル か ら検討 し て い る．藤原 （都 立大） か

ら何故 キ ャ ン デ ィ 配分 とい う実験手続を導入 し た の か

と質問 が あ り，発表者 よ り道徳的判 断 の 指 標 に な る と

考 え た か らだ と い う解答 が あ っ た．つ い で 無藤か ら オ

ベ ラ ン P 水準を測 ら な くて も よ い と考 えられ な い か ，
ま た 再 テ ス ト効果 は どうで あ っ た か 質問 があ っ た ．そ

れ に 対 し て オ ペ ラ ン ト水準は 被験者 の ベ
ース ラ イ ン の

違 い が あ る の で ，検討 し て み た い ．再 テ ス ト効果は 6 回

行 っ た が効果は なか っ た 旨述 べ られ た ，

　 364 で は，人学 生を対象 と し て 日 常 場 面 で RTO の

高い 項 目 が そ の 道徳的判 断 の 発達水 準 に 関与 し て い る

か ど うか を検討 した 結果一応仮説 を支持 させ る 方向を

示 し た と報 告 さ れ た ．二 宮 （名大）か ら表 1 の 段 階 5 は

最高得点 で あ っ た か ，ま た 段 階 5 と 6 を 何 故 ま と め た

の か 努力 し て で も段 階 6 を分け る べ きで は な い か との

意見が述 べ ら れ た ．それ に 対 し て ，段 階 5 の 最高点 は

4．8 で あ っ た こ と，ま た後者 に つ い て は Restの 原 版 を

訳 し て 用 い た が うま く区別 で きなか っ た ，今後 の 課題

と して い き た い と述 べ られ た．

　 365 は，学 童期 の 4 年間 を 通 し て 長 時間 視聴 児 と短

時間視聴児 と の 心身 の 発達 ， 人 格特徴を比べ る と前老

に は 発達的遅 れや問題点が多 くみ られ た との 報告 がな

さ れ た ．無藤 か ら極端 に 少な い サ ン プ ル で テ レ ビ 視聴

時間 の 効果 をみ る の は 不 適当で は な い か と質問 が 出 さ

れ，それ に 対 し て 長 期間 に わ た り視聴 時 間を調 べ た も

の で た と え少数 で もそ の 効 果が人格発達 に 影 饗す る も

の と 思 う と述べ られ た ．

　366 は ，幼児 の 社会 的認知操作を規定す る 認知 水準

と環境要因 が異 な る形 で 関連 し て い る こ と を明 ら か に

し た．無藤か ら Mspan を認 知 度数 と し て い る h；　1，Q ．

で は い けな い の か と質問があ り，そ れ が で きな か っ た

経過 が述 べ られ た ．　　　　 （橋 口 英俊 ・堀端孝 治 ）
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