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ま た は一般教育 の 中で ，行き揚 の な い 現状で あ り，今後

の 教育行政 の 中で ，適切な方向 を見出せ る よ うにすべ き

で あ る と述 べ た 。

　ま た ，
LD は ， 障害幼児 の 問題 と関連 し て 取 り あ げる

べ きで あ り，行政面 で は 文部省だ け で は な く，医療 との

関係 もあ る の で ， 厚生省 の 協力 も必 要 で あ る。

　最後に，LD の 問題 に つ い て は ， 今後 どの よ うに考 え

て い くか は，学会 で 引き続き検討 し て い くべ き課題 で あ

る と提案 し た 。

　上村 は，医学的な 立場か ら LD に つ い て ， 次 の 2 点 に

ふ れ た 。

　LD 児 にみ られ る脳機能障害の 本態は ， そ の 多くが微

細 で あり， こ の 点 で ．MBD の 概念 と重 な P あう 。 ただ ，

両者 は 診断の 時限 が異な る た め に，完全 に
一

致する もの

で は ない 。 障害 の 質 に っ い て は，神経薬理学的 な研究 に

よ り， 徐 々 に 明らか に され つ つ あ る が ， なお 学習過程 の

さ ま ざま な障害を説明出来 る 段階 で は な く，今後の 研究

が ま た れ る 。

　次に ， LD 児 の 医療に つ い て は，治療教育 が あ くまで

主 体 で あ る が，医 学的 に も，薬剤療法，神経生理学的訓

練 ， 分子矯正療法な ど さまざま な もの が あ げ られ る 。そ

の 中で 有効性が一
般 に 認 め られ て い る も の は，薬剤療法

で ， 特 に 中枢刺激剤 （メ チ
ー

ル フ ェ
ニ デート） は，LD

の 主症状 の 1つ で あ る 多動 に 効果 が あ る と考え られ て い

る 。

　しか し ， そ の 実施 に際 して は，対象の 選択 ， 治療効果

の 確認 な ど で，今後，各領域で の 学際的な協力 が待 た れ

る e

　ま とめ と今後の 課題

　そ の 他 ， 検査 の 具体的な方法，MBD と LD と の 関係，

ア メ リ カ 以外 の LD の 現状，　 LD と，　 teaching 　disability

の 関係 に つ い て の 討議が行 わ れた 。

　東 は，LD の 閔 題 を教育心理 学 の 立揚 か ら， どの よ う

な 対応が出来 る か を考 え て い か な ければ な らな い と提案

し，teaching　disabilityを克服す る た めに も，　LD に つ い

て の 理 解 を他 の 領域 と関連 させ な が ら深 め て い くべ きで

あ る と指摘した 。

　LD は， こ れ らの 課題 で あ り，そ の 定義，用語 の 使用

に つ い て も，各提案者 の 見解 も異 な り，今後の 検討が必

要 で あ る 。 と同時 に ， 実際 に ， 学習上 に障害を も つ ，

LD 児 に 対 し て ， 制度的 に は，何 が適切 で あ る か を検討

し て い くべ き で あ ろ う。
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　 こ の シ ン ポジ ウム は，今回 の 提案者 と もな っ て い る 山

下 恒男 （茨城大） の 著書 「反発達論 」 の 読書会 を基盤 と

し て 継続され て きた研究会 に よ っ て 企画 され た もの で あ

っ た 。 そ の 内容 と し て は ， 山 下 の 著書 に 主 張 され て い る

よ うな新たな視点 と射程 の もと に，『発達 』 概念の も っ

社会的意味，『発達研究 』 と 教育
・臨床 ， 『発達研究者』

の 「専門性」 とい っ た問題 を，研 究 者 そ れ ぞ れ の 現揚で ，

い やお うな く抱 え こ ま ざる を え な い 問題 と して 相互 確認

す る こ と，さ らに そ うし た 問題をの りこ え る方途 に つ い

て 議論を深 め て ゆくこ とが期待され て い た 。3時間とい

う枠も あ り， ま た研究者間 の 認識枠の 隔 りもか な り大き

な もの が あ り， 期待 され て い た 内容が十分 に展 開され ，

深 め られ た と は い い 難い もの で あ っ た 。しか し，研究者

個々 人 の 研究 の 営み の サイ ク ル の
一
環 と して，あ る い は

「学会 」 と い う， そ れ 自体 い や お うな く研究の 総体を具

現 して し ま う揚 の 営み の 一環 と し て ， こ うし た 議論を企

て ，自らの 営み を自ら点検して ゆ くこ とは ， 今 日の 肥大

し，密接 に 社会現実 と結び つ い た 発達研究の 現状 に あ っ

て は，単 に必 要 な作業 で ある だ けで な く，い わ ば必 然的

な契機 と さ えい え る で あ ろ う。 今回 の シ ンポ ジ ウム が甚

だ 不十分な 展開しか得なか っ た とすれば ， そ れ は必要性

や必然性 に 欠けて い た か らで は な く，む し ろ こ うし た企

て が久 し く研究者 ・学会 レ ヴェ ル で失わ れ て い たか らで

は ない か と さえ 思 え る の で あ る。む ろ ん こ れが たん な る

杞 憂 で あ る こ と を願 い つ つ ，今後 もこ うし た企 て が，さ

ま ざ ま な研究的営為 の レ ヴ ェ ル で 持続 され る こ と を望む

もの で あ る 。

　 以 上 の シ ンポ ジ ウ ム の 前後 の 脈絡 をお さ え た うえで，

当 ロの 主 た る 議論 の 内容 に つ い て 報告 を行 う。まず rr発

達 』 とい う抽象化 の 意味 の と らえ か え し を 」 と 題 し た 山

下 の 提案 ， 次 に 「認知 （発達）研究 の メ タ認知 」 と題 し

た波多野誼余夫 （独協大） の 提案 をふ りか え っ て み る 。
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　 1．　 発達 と い う抽象化の意味の と らえかえ しを

　　　
一

山下恒男の 提案

　（1＞ 現 代社会 に お け る 発達研究の 意味の 点検。

　 こ の 意味 を 「近代化 」 の 問題 との 関 わ りの な か で と ら

え る 必 要が あ る 。政治 ・経済主 導の ハ
ードな構造 に 附随

す る もの と し て の 人 材確保
・
労働力配分 の 問題が教育 の

中央集権化 をうみ ， そ こで の 能力主義 ・
個人主義 の 競争

激化 をひ きお こ し て い る。ま た 附随す る もうひ と つ の 側

面 と し て の 分業化あ る い は披術革新が ， 労働内容 ・生 産

形態 さ らに は生 活 ス タイ ル の 変容 をうみ だ し，大量 の 単

能労 働 と都市化 を もた らし て い る 。今口の 発達研究 とい

うもの を こ うした近代化の 枠組の なか で と らえなければ

な らな い 。

　能力 主 義は 単 に 弱者 の 切 りす て で あ る の み で な く，
エ

リート層 の 自己疎外 をも同時 に進行させ て い る 。 山下 は

出発点 と して ， こ の 後者 に よ る 自分の 貧困化 ， 不 自由 さ

の 感 じ を も っ て い る 。

　 こ うした こ とか ら， は た して現代社会 で 全面発達 は 可

能 か ， 全面発達 し な くと も良い で は な い か ，と い う問題

が 出て くる 。

　 こ の よ うな考えに対 して，発達研究 とい うもの を政治

・経済 に 無理 に 結び つ け よ う と し て い る と い わ れ る が，

そ うで は な い 。発達研究 は ， 事実に お い て ，政治 ・経済

と結び つ い て い るの で あ る 。 それを確認 し，自覚す る か

ど うか が 問題 な の で あ る 。こ うし た こ と を考え て い る と

実証的研究 の 効率 は 落 ち る で あ ろ う。今日の 大量 の 研究

は こ の 自覚を切断 し て 成立 し て い る σ）だ。

　   　発達研究 に 内在す る 論理 。

　従来 の 発達研究 は 3 つ に分 けられ る。ひ とっ は，古い

発達論，操作主義 に よ る もの で ，こ れ は社会適応的 ・生

物的 な もの で あ る 。次 は マ ル ク ス 主 義 の 全 面発達論で あ

り，他は ピ ア ジコ・ の 公 理 主義に よ る もの で ある 。山下 の

「反発達論 」 は古い 発達論 へ の 批判 に すぎな い ，と い う

指摘は あ た ら な い 。古 い もの に も新 し い もの に も共通す

る 論理 が あ る 。 それ は 生産性効率第 1 主義の 発達観 と技

術主義の 傾向で あ る 。ま た ピ ア ジ ェ も ワ ロ ン も同 様 に，

発達現象 が理 論 を な ぞ っ て ゆ く，公 理 ・公準を通 し て の

み 発達 が 見え る と い う公理主義 の 宿命をお っ て い る 。
マ

ル ク ス 主義 の 全面発達論 に つ い て い え ば，そ れ は なぜ あ

れ ほ ど入間の 優越性を強調す るの か 。 生 まれ た だ けで は

人 間で な い ，「人 間に な る」 と い う考 え， つ ま り動物 と

の 違 い の 大きい ほ ど 入 間的で あ る と い う考 え が あ る。こ

れ らは い ずれ も，そ の 発達研究 が近 代化 の 枠組 の なか に

あ る こ と を示 して い る。

　こ うし た 批判 に 対 して，そ れ は発達研究に 人 格論が 欠

如 し て い る か らだ と い う反 論が あ る。しか し人 格論は，

約束 された 土地に すぎず ， そ うし た こ と を主張す る こ と

の 弊害 の 方が大 きい とい わ ざる を えない 。

　（：3） 発達研究者は 何 の た め に 研究する の か 。 こ うし た

問題 の 提起 の なか で は ， 子 ど もを放置して お い て 良い の

か，とい うこ と が 問題 に な る 。し か し一体，本当の 「放

置 」 な ど ある の だ ろ うか ，農業の 3 つ の 形態を例 に と る

と，ま ず近代農法 ， こ れ は古 い 発達論に対応す る 。次 に

有機農法，こ れ は 波多野 らの 主 張 に対応す る か もし れ な

い 。そ して 最後 に 自然農法，こ れ が わ れ わ れ の 立 場 で あ

る。そ れ は 農業 とし て は 白己 矛 盾 で ある が ， まさに そ れ

が 「放置 」 で あ る 。

　 わ れ わ れ は 生物の 全体系 の 中 で の 入間をど う考える の

か ， と い うエ ＝ ロ ジ カ ル な考 え方が必 要 で あ る と考えて

い る 。つ ま り，基本的 に は ，「坐 活」 の 論理 の 中で 生活

を変え て ゆ くこ とまで 考 え る こ とが 必 要 だ とい うこ とで

あ る。そ うし た必要性 の な か で ，発達論が，差 別 論 ・共

「司体論 ・生態論な ど との 結合 をは か っ て ゆ くと きに ， 発

達論 は 変質し て ゆ くで あ ろ う。 波多野 ら との 共 通 点 で

あ る が，入間の 文化差 に 気が つ い た うえで ，も う 工度，

人 間 の 基本的 な 生活の あ りか た は何 か ， そ こ か ら人 間 の

普遍性 を追求す る 必 要 が で て くる だ ろ う 。 こ うした 主張

は．一
言 に し て い え ば，生活 の 論理 の な か で の 適度 な抽

象化 を，と い うこ と に なろ う。

　2．　 認知 （発達）研究の メタ認 知

　　　　　 波多野 誼余夫 の提案

　（1） 認知 （発達）研究者とし て行 っ て い る こ と は，
designer と Iearner つ ま り発達主体 との 間 で，発達目標

が share され た と考 え た と き，そ の share され た発達

目標 を効果的に達成す る 環境操作 も し くは 授業 の 方略 に

関す る情報を発見 し，そ れ を伝達す る こ とで あ る。

　こ こ で 発達 の 目標 と い うの は，1earner が関心 を もち

従事す る 活動領域 に お い て ， も っ と も高度な発達段階

（形式的操作）　な い しは こ の 領域 に お け る expertising

を さす 。 ま た rshareされた」 と い うの は，本人ない し

は そ れを代表す る入 間が desireす るばか りで な く，　 de

signer の 専 門 的立 場 か らみ て プ ラス の 価値 をも つ こ と

をさし て い る 。何 が プ ラス の 価値で ある か は 難 し い が，

例え ば自己実現化 に 役立 つ とい っ た こ と が 考 え られ る。

　昔 は教育心 理学 は 不 毛 だ な ど と い われ た が，今 日 で

は，こ うし た情報が な い と は思えない し， また それ が 効

果的 に 用 い られ うる こ とは ま ち が い な い 。特 に最近 で

は，研 究 で 用 い られ る tasks の ecological 　validity や

instructional　relevance が持 たれ な くて は な らない こ と

が 強調 され る よ うに な っ て き て い る こ と も，こ う し た こ

との 現 わ れ で あ る 。

　  得 られ た 情報 が 「悪用され る 」 おそれ は確か に あ
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る 。 本人が desireし な い 発
・
達 目標がむ りや り に 達成 さ

せ られ た り，自己 実現 化 に プ ラ ス に な らな い 有能さを・
達

成 させ る た め に使用 され る こ とが な い とは い えな い 。 む

し ろ，度々 そ の よ うに 使わ れ て い る で あ ろ う。しか し，

情報が公 開 され て い る か ぎ り，本 入 が desire し な い こ と

に使 わ れ る危険は 小 さい だ ろ う。後者に っ い て は，de−

signer の 自己点検も含め て の 絶え ざる批判 が 必要 で あ

る 。

　ま た こ の情報の伝達に伴な っ て ， 認知発達 の 可能性や

促進 ・介入 の 意義が強調 されす ぎる 危険もある だろ う。

ひ とつ に は，知的達成が中心 に な り， 子 ど も の 生 活 や

社会 ・情動的発達が無視されて し まうこ と ， もうひ とつ

に は，あ る領域で 発達し な い と，あ る い は そ う努力 し な

い と肩 身 が 狭 い ，とい っ た暗黙の 圧 力 が か か る こ とで あ

る 。こ こ で わ れ わ れ に で き る こ と は，各々 の 方の マ イ ナ

ス の 効果 をは っ き りさせ る こ と，発達的日標 は
一

入
一

人

異 な る もの で あ る こ と を 明 らか にす る こ とで あ り， こ れ

は研究の 水準で も必 要 で あ る こ と で あ り，ま た伝達 に際

し て もっ と注意深 くあ る べ きで あ ろ う。

　（3） 逆 に 「発達 しな くて も良い 」 と主 張す る と，こ れ

は ある 意味 で は魅力あ る思想で ある が，本気で そ う考 え

る と体制 に 好都合 と な る だ ろ う。

一部の 知的エ リー トを

除く多数の 学習者 の 発達 の 機会 を奪 うこ とに な りか ね な

い 。と くに社会科学的知識 の 獲得なども抑圧 され か ね な

い 。体制に と っ て は，一定数の 専門労働者 と 多数 の 単純

労働者が あれ ば良い の で あ り，こ の 生産性第
一

主義 の 立

揚か らす れ ば，今の 教育は return が悪、く， 「発達 し な く

て も良い 」 とい っ た方 が は る か に return が 良くな る で

あろ う。

　 「全 て の 子 ど もに発達 を」 に対 し て 体制 は 反対 で き

ず ， い わ ぼ い や い や そ れ を受 け て い る の で あ る 。こ の 意

昧 で ， 「発達 」 とい う概念な い し は 「全 て の 子 ど も に 全

面的 な 発達 を 1」 と い うス ロ
ーガ ン が ， 近代社会 の 生産

性第一主義 へ の 批判 とい う側面 を もつ こ と を指摘 し て お

き た い 。

　あ る 主張 に は 必ず プラス
・マ イ ナ ス が あ る 。 プ ラス だ

け を見て マ イ ナ ス を見 な い こ とは まずい こ とで あ り， つ

ね に ど の よ うな マ イ ナ ス が あ る か に対 し て 感受性 を高 め

る こ と は重 要 で あ る。山 下の 主張 は こ の 意昧 で 貨重 で あ

る が ， し か し， も し もその 主張 が dominant に な る とす

れ ぼ ， そ れ は 「こ わ い 口 」 だ。わ れ わ れ は 「発達 」 概念

を抵抗 の よ り ど こ ろ と し て 使 っ て きた歴史的意味 を考 え

る 必要 が ある 。

　
・
以上 ，山 下 ・波多野両氏 の 提案が行わ れ た の で あ る

が ， 討論の か み合 う筋が見え に くく，内容的 に は 相補的

で も あ りなが ら， 決定的な差異 が大きすぎた か と思 わ れ
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る。そ の 差異 とは，山下 が 「近代化」の 枠内で 現代社会

総体を と らえ た の に 対 し，波多野 は，い わ ゆる体制側 と

そ れ に抵抗す る側の 二 分 に お い て現代社会を と らえて い

る こ とで あ る。そ れ ゆ え 山 下 が 「発 達 」 概念 をま ず は

「大人 ＝近代社会」 に よ る と こ ろ の 「子 ど も ； 自然 」 へ

の 抑圧的概念と し て把握し，「発達」
＝「生産性第一主義

で生 き ざる を え な い 大人化」 と して批判する の に対 し，

波多野 は，発達 目標 を desireする とい う形 で 「自覚 を

もち」，
share し あうとい う意味で 「共同性

・連帯性を

もち」，そ して 体制を批判 し抵抗す る者と して の 「近代

市民 」 イ メ
ージ を うち だ し，そ う した 人 間へ の 全面的発

達 を主張 して い る の で あ る 。

　山下 か らすれ ば こ う した 「近代市民 」 は 「約束 され た

土地」にす ぎず，そ うした 主張はか え っ て 現代社会 の 本性

と 「発達」概念の 抑圧性を覆い か くし て し ま うもの と 批

判 され る で あ ろ うし，ま た波多野 か らす れ ば山下 の 主張

は社会的文脈 にお い て は，体制側 に か え っ て 免罪符 を与

え て し ま い ，生産性第一主義を推進す る 本体 を見失わ さ

せ る もの と し て批判され る で あ ろ う。

　山 下 の 主 張 が，古い 発達論 へ の 批判 に と ど ま らな い

「新 しい 」 側面 を もつ の は，実は こ うした 人 間 ・社会把

握 お よ びそ れ に沿 っ て の 科学批判 の 性質 をも っ て い る か

らで あ る 。そ れ は従来 の 科学的成果 の 両刃性 の 指摘や悪

用 の 監視と い っ た議論の 枠を越え で よ うとす る ， い わ ゆ

る　「反 （近代）科学論」 （そ れ は 主 と し て 自然科学 と 技術

に 向け られ て い る が） との 共通性 を多 く含んだもの とい

える で あ ろ う。 後に報告す る 山下栄一（関西大）の 議論は

一一
層明確 に こ の 意味で の 山 下 の 主張 をま と めて い る し ，

ま た 天野清 （国教研）は，あ る意味で 一層明確に近代科

学 の 擁護すべ き本性を発展 させ る とい う立場を うち だ し

て い る とい えよ う。

　 と もか く両 氏 の 提案は，こ うした今 日の 科学 と社会が

抱 える，もっ と も severe な問題 をは らん だ もの で あ り，

どの よ うな立 揚 に立 と う と も，学会 に お い て こ うし た 議

論 が展 開 され た こ と自体は，今 日の 実証主義 ・業績主義

・
専門化 の 進み す ぎた状況に お い て ，評価すべ き こ と と

し て 良い で あ ろ う。

　次 に ， こ れ らの 提案 を受 け て，指定討論者で あ っ た 天

野 　清 （国教研） ・村井潤
一

（大阪教育大）
・篠原睦治

（和光大） の 議論お よび フ ロ ァーか らの 発言 の 内容を簡

単 に 報告 し て お く。

　 3．　 討 　　論

　（1） 天 野 清 「現代 の 発達研究 に つ い て の 山下 の 指摘 に

同意 し な が ら，科学と して の 発達理 論 の 展開は ， 近代社

会 の 政治
・経済 と プ ラ クテ ィ カ ル に結 びつ い た 側面 の み

で は な く，高度に 哲学 的 な閊題 と結合 し た ， 人 間 の 高次
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精神機能の 発生 の 研究で もあ る 。 そ うしたもの が ， 入 間

の 能力 ・知能の 見 か た の 新 た な展 開 と な り，科学 の 本来

の 使命と して の， ドグマ や迷信 か らの 入間解放 を行 っ て

ゆ く流 れ と な っ て い る こ とが 認 め られ る だ ろ う。

　 こ うした成果が，社会的 に 利用 され て きて い る 側面 は

た しか に存在する。例え ば価値の ない 知能 テ ス トもそ う

だ が，そ れ は 人 間 の 能力研究 の 貧 し さ と結 び つ い て 出て

きて い る 。 わ れ わ れ は そ れ を越 え る よ うな能力把握を し

な けれ ば な らな い 。学問研究 の 貧弱 さが誤 っ た 利用を産

み だ し て い る の で は な い か ．そ の 意味で，よ り正 しい 研

究 を行 うとともに ， 誤 っ た 利用 に対す る 監視 も必 要 で あ

ろ う。」

　（2） 村井潤
一 「山 下 の 話は，問題 点 を整 理 しす ぎて い

る の で は ない カ  発達心理学は そ ん な に立 派な もの で は

な く，もっ とモ タ つ い て い る。何故研究す る の か，と い わ

れ れ ば，理 念 も求 め て い るが，ま た 食 うた め で もあ る 。

山 下 の 話の 中で 「価値」の 問題 が出て い る。私 は，価値

の 確定と不確定の 矛盾と して 人間を と らえ る。従来 の 発

達研究が，そ の 確定 し た部分 の み を と ら え よ うと し た の

は 事実だ が ， 不確定 さを と らえ る こ とが必 要 で あ る と考

えて い る 。そ こ に 発達 心理 学者 の 苦しみ も あ る 。

　波多野 の 話は，割 り切 りす ぎて い て さび しい 。発 達 の

問題 は ，

一
方 で は 哲学的問題 で もあ る が，他方，具体的

な問題 か ら出発 して い る 。例 え ば コ トバ の 出ない 子 ど も

に 対処 し て ゆ くと い っ た揚合 ， こ れ が能力主義に な る の

か どうか 。 もち ろ ん そ れ を，社会 との 関わ りの 中で考え

て ゆ くこ とは 大切 で あろ う。

　研究に は ，
つ ね に イ デオ ロ ギーが 関係 し て く る が ，そ

れ を 内面 に 置き，反省 しな が らゆ くこ とが 必 要 で あ ろ

う。

　人 問は社 会 的 存在 で あ る が ，社会の 直接的影響 を受 け

て だ け育つ わ け で は な い 。そ こ に 人間 の 不確定 さや 自立

性とい う重要 な 問題があ る の だ。」

　  篠原睦治 歩く とい う課題 を立 て ら れ ， 「見込 ま

れ 」 つ づ け，ま た本人 も 「大学に 行 くた め に 歩きた い 」

と願 い つ つ リハ ビ リを受 け て きた身障者が， 車 イス で 受

入 れ る 大学 に 出会 っ て，歩 くこ と を捨 て た と い うケ
ー

ス

を報告した 後 に，「『見込 ま れ た』者は リハ ビ リ施設 に 隔

離 さ れ，『見 込 まれ な か っ た』 者 は そ こ か ら さえ排除 さ

れ る 事実 。17才 で 『み っ と も な い 』 恰 好 で 歩 け て も，年

齢 に応 じた ス タ イ ル で な い こ と に よ っ て，審美的 差別 を

受け る とい う事実 。 そ うし た こ と を含 み な が ら こ の eeliト

が， 自ら も歩 くこ と を desire し て い た とい う事実 D こ

れ か ら，波多野 の い う shared され た 発達 目標 を達成す

る と い う以前 に ， その shared され た 目標 と い わ れ る も

の が実際 に ど う生 み だ され て い る の か を考え な くて は な

ら ない 。 歩 くこ と， 発達が イ コ ール 善で ある とい う ドグ

マ が，抑圧的 に な っ て い る こ とに 気づ か ね ば な らない 。

　歩けない ，で きな い ，とい う現実を障害者 と共 に 引受

けなが ら，人間の 多様性と相互性 の 保証 された 祉会を望

ま な い わ け に は ゆ か な い
。 」 と述 べ た。

　（rt） 山下栄
一　（閼西大） 「天 野 の い う，迷 信 な どか ら

の 解放と し て の 近代科学 は ， その 役割 をすで に果た し終

っ て お り，む しろ 理念の 衣 で 人間の 自然 を覆い つ くす と

い う弊害が 強 くな っ て い る。心 理 学に お い て は ， 単 な る

研究対象 と して 人 間 を扱 っ て は な らな い 。 山下 （恒） も

否定 し て は い な い 発達 の 事実を執拗に み っ め て ゆ くと，

概念化 し きれない もの が 見えて くる。そ れ を近代科学 の

方法 で 抽象化す る と， 必 ず そ こ か ら落ち る人 聞が出 て く

る の で は ない か 。そ れ ゆ え わ れ わ れ は，研究の 意味づ け

を変 え ， 新 た な方法 を考 えて ゆか ね ば な ら な い
。 」

　（5） 岩井勇児 （愛知教育大） 「lnajt 〕rity の 学習 した い

もの と minority の そ れ とは っ な が っ て は お らず，矛 盾

し た もの で あ る 。 山下 （恒） も波多野 もそ こ をつ な が っ

た もの の よ うに 見 て い る の で は な い か。」

　  　佐 々 木宏 子 （祗 園寺短大 ） 「現代社会 に お け る 発

達研究で あ る な らば，男女 の 分業化 の 問題 を内在 させ て

考 え ね ばならない 。 今 日の 発達研究 に は 母子関係 に枠を

定 め た も の が 多い が，そ うし た 結果，つ ね に 不利な立揚

に立 た され る の は 母親 ・女性 で ある 。 山下 （恒）の 発逮

論の 前提 とな る 話 に は 賛成 だ が ， こ の 男女 の 分業 の 問題

も落 と さ な い で 考 え て ゆ か ね ば な ら な い は ず だ 。」

　（7） 金 田利子　（静岡大） 「今 目の 発達構造論 は ， 総合

的 ・全体的 に 生活者 と し て の 人閲 を見 て ゆ くと こ ろ ま で

来 て い る 。 篠原 の 話 に ある もの は，結局，発達 主体の 把

握が足 りない の で は ない か。」

　以 上 の よ うな 発言 を含み な が ら， 討論が 行 わ れ た が，

そ の 主要 な軸は 次 の よ うな と こ ろ に あ っ たとい え よ う。

　  近代科学 の 評価 をめ ぐる 軸。こ れ は 近代科学の 抽象

化
・
概念化 （今回 問題 と され た の は 「発達 」 とい う概念

で あ る わ けだ が）の 方法が ， 必ず そ こ か ら欠落す る 人間

をつ くりだ し，抑圧的 に な っ て ゆくの だ とい う立場 と ，

よ り精密な，よ り総合的 な科学的把握 に よ っ て そ う し た

欠 落 を免れ，問題 の 窮極的解決 に 向か うこ とがで き る と

い う立 揚 に二 分 され る だ ろ う。し か し い ずれ に し て も，

人 と人 と の 生 き た 出会 い の もつ 具体的総体性 を内 に保 ち

つ づ ける ， 山下 （恒） の い う 「適度 な抽象化」 をめ ざさ

な け れ ば，人 は 他 の 人 間 と ま っ と う な再度の 出会 い を失

な っ て し ま うで あろ う。

　   そ れ に して も，す で に 現実辻会 の 屮で 「生 き た ま っ

と うな 出会 い 」 を断 ち 切 られ て い る，健常者一
障害者，

男一女，大入一子 ど も， majority − minority と い っ た
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差別的構造 を，どの よ うに 自覚的 に 研 究 に と り こ み，そ

の の りこ えを企 て よ うとする の か，こ れ ら を め ぐっ て討

論 の 第 2 の 軸があ っ た で あ ろ う 。 こ れ に っ い て は，や は

りそ の 構造 自体 へ の 自覚 とい う点で ，か な り不 足 が あ る

の で は な い か と思われた 。 今 日の 発達研究の 全体 に つ い

て も ， ま た個々 の 研究者 の と り くん で い る課題 に お い て

も，つ ね に こ れ らへ の 反省 と 自覚が試み られ な けれ ば，

わ れ わ れ は 「断 ち切 られ た 」関係 の ま ま に 人間を見 る と

い う誤 りか ら免れ る こ とは で きt い で あ ろ う。

　   　研究者 ・専門家 と現実社会 との っ な が りを め ぐる

軸 。 い うまで もな くこ れは    とも内的 に連関 し た問題

で あ る が，一
方 で，科学が 信仰 に も似 た 位置を もち，専

門 家 へ の 期待が 肥 大化 して い る現状批判や，専門家 に か

え っ て 見えに くくな っ て い る人 間 の 価値の 問題 を考 え よ

うとす る立場 と， 他方 ， 専門家 とし て の 期待 に 応 じ られ

な い 科学の 貧 し さ ・未熟 さ を指摘 し，よ り高い 科学の 発

展 に努力 し ようとす る 立場 とに二 分 され る か も し れ な

い 。い ずれ に し て も専門家 が 自己 を批判す る 契機 は もっ

て い る の だ が ， そ れをどの よ うな方向 に 向けようと して

い る の か に お い て は ， か な り異 な r・ た もの を含 ん で い る

とい え よ う。

　こ うし た討論 の 結果 ， 何 ら
一一
定の コ ン セ ン サス が 得 ら

れ た わ け で は な い 。 む し ろ ，今 口 の 発達研究者間の 溝

は，か な り深 く，ま た 多岐 に わ た っ て い る こ とが見 えて

きた とい っ て も良い か もし れない 。 た だ今圓の シ ン ポ ジ

ウム で は ， 議論の 水準がか な り抽象的 で あ り， 各々 の

data　base の 違 い が 大きすぎた こ と も関係 し て い るの で

あ ろ うか ら，「現実の 子 ど もの 成長に関わ る ，焦点 を絞

っ た議論 」 （村井の 発言）をしつ つ ，こ うした テーマ の

具体的研究 へ の 内在化 をは か る こ とが今後，必要 で あろ

うと思 わ れ る 。 そ れ は単 に ， 新たな シ ン ポジ ウ ム を企画

す る とい うこ とで は な く， 個別 の 研究発表 に つ い て の 討

論 の 場 へ も，今 回 の 議論 の モ テ ti　一フ を もち こ ん で ゆ く

とい うこ とで もあろ う。　　　　　　　 （文責 ・横山）

自主 シ ン ポ ジ ウ ム 麗 ：教育心理学研究に お け る コ ン ピ ュ
ー タ利用の あ り方

企画
・
司　会　者　石　桁　正 　：［： （大阪電気通信大学）

企画
・
話題提供者　岡　本　敏　雄 （金沢工業大学）

　　 話題 提供者 後 藤 忠 彦 （岐阜大学）

　　　　　　　　野 　嶋　栄一郎 （国立 教育研究所）

　　　　　　　　永　野　和　男 （京都教育大学）

　　 討　論　者　菅　井　勝　雄 （茨城大学）

　　　　　　　　 柴 若 光 昭 〔東京大学）

　　　　　　　　石 原 敏 道 （山形大学）

　 〔1〕　シ ン ポジウ ムのね らい

　 こ の シ ン ポ ジ ウム を企画 し た ね らい の 1 つ は ， 教育心

理 学研究の 中で コ ン ピ ュ
ー

タ 利用の 分野 の 概括とそ の 具

体的 な シ ス テ ム 形態 の 探索で あ る 。し た が っ て ， ま ず現

状が ど の よ うな もの で あ るか考察し た い 。

　教育心 理 学 の 研究の ス タイ ル は，心 理 学の 研究 の ス タ

イ ル を モ デ ル と し，さ らに 心 理 学 の 研究 の ス タ イ ル は 科

学，と りわ け生物学の 研究の ス タイ ル をモ デ ル と し て き

た 。 そ し て ，そ の 研究 の ス タ イ ル は，実験計画法 に基 づ

く仮説検証 型 の 実験 的 ア ブ n 一
チ と法 則 発 見 型 の 観察的

ア プ ロ
ーチ で あ っ た。こ れ らの ア ブ P 一

チ か ら産出され

る もの は ， い わ ゆる 人間 の 心理や行動 の あ る条件下 （環

境下 ） に お ける 原理 や 法則で あ っ た 。

　言 い 換 え れ ば研 究 に お い て 原理 や 法則 を見出す こ と が

最大 の 目的 で あ っ た 。 それ故 ，
コ ン ピ ュー

タ利用 とい っ

た 立 場 か ら研究方法 を見 た とき，統計処理 とい う 1 つ の
．

固定的 な パ タ
ーン が 出来あが っ て しま い ， コ ン ピ ュータ

は単に計算する機械で あ っ た よ うに 思わ れ る 。

　 こ の よ うな傾向は，今後，因子分析をは じ め と し，多

変量解析 の 手段 と し て ま す ま す増大 して い くで あ ろ う と

思 わ れ る 。

　
一

方 コ ン ピ ュ
ー

タ ・サ イ エ ン ス や ソ フ トウ ェ ア 工 学 か

ら研究方法 を見 た と き，教育 心 理 学 に お け る コ ン ピ ュ
ー

タ利用 は あ ま りに も偏狭なもの に して しま っ て い る よ う

に 思われ る 。そ こ で 教育心理学の 目的すなわ ち学間的ね

らい と 社会的使命をもう 1 度見直せ ば，少 な くと も コ ン

ピ ュ
ータ利用の 研究方法 を多面的 に思考す る こ とが重要

で あ る とい え る 。

　上述 の 教育心理学 の 目的が ， 教育 の 中の 心理 的 な諸法

則 の 解明と， 同時 に教育 の 中に 存在す る種 々 の 問題 の 解

決技法の 確立 と，さ らに よ り よい 心 理 的教育環境の 設計

に あ る とす る な らば，従来 の 研究方法で は こ れ らの 目的

を達成す る こ とは きわめて 困難で は ない か と恐れ る 。 そ

こ で コ ン ピ ュ
ータ利用 に お い て 「結果 を処理 す る こ と」

だ け で な く，仮 説 と な る べ き 「心 理 的教育環境 の 設 計 を

処 理 す る こ と」 も必 要 に な っ て くる と考 え る の は 当然 な

こ と で あろ う。

　 こ の よ うな 問題意識か ら，こ の シ ン ポ ジ ウ ム で は次の

4 つ の 具体的 な ね らい が設定 され た 。

　  教育心理学研究の 中 で コ ン ビ ＝ ・・一タ を積極的 に 利用

した り， また 利用す る分野 を探索 した り， 拡大す る こ
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N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

JapaneseAssociation  ofEducationalPsychology

            VOLUNTARILY  ORGANIZED  SYMPOSIUM  II

    MODERN  SOCIETY  AND  THE  STUDY  OF  HUMAN  DEVELOPMENT

       Organizer  : Giyoo Hatano (Dokkyo University)

       Chairmen  : Nobuko  Uchida  (Ochanomizu Women's  University)

              Koji Yokoyam2  (Wako University)

       Reviewers: Tsuneo  Y. amashita  (Ibaraki University)

              Giyoo  Hatano  (Dokkyo University)

       Symposists  : Kiyoshi Amano  <National lnstitute for Educational Research)

              Junichi Murai (Osaka University of  Education)

              Mutsuharu  Shinohara (Wako University)

 In this symposium,  the  propositions and  argurnents  infant, the  not-handicapped-the  handicapped,  man

were  discussed on  the three  axes  as  follows : -woman,  majority-minority.

 (1) The  evaluation  of  modern  science  : (3) The relations  between researchers  or  profess-

 The  first view  point  was  that  the  methods  of  ionals and  real  society:

abstruction  and  conceptualization  in the modern  The  first argument  criticized  the  situation  that

science,  repressed  some  people who  dropped  out  of  the modern  science  had  changed  into religion,  and

those methods.  The  secorrd  was  that  the  formatiQn  that  the expectation  to professienals'work had been

of  synthetic  science  will  correct  those  defects and  enlarged.  The  another  one  pointedoutthattheprof-

so!ve  the  final problems. essionals  could  not  meet  the expectation  because  of

 (2) The  discriminatory social  structure:  the low Ieyel of  modern  science;therefore,  we

 We  shoulcl  ernphasize  the  awareness  of the  discri- should  make  efforts  to bring science  up  to a  higher

minatory  social  structure  ;for example,  adult-  level.

            VOLUNTARILY  ORGANIZED  SYMPOSIUM  III

        HOW  TO  UTILIZE  A  COMPUTER  IN THE  RESEARCH

                OF  EDUCATIONAL  PSYCHOLOGY

   Organizer and  Chairman : Tadashi Ishiketa (Osaka Electro-Communication University)

   Coordinator  and  Speaker  : Toshio  Okamoto  (Kanazawa Institute of Technology)

   Speakers:  Tadahiko  Gotoh  (Gifu University)

                 Ei-ichiro Nojima  CNational lnstitute for Educational Research)

                 Kazuo  Nagano  (Kyote Vniversity of Education)

     Discussants: Katsuo  Sugai  (Ibaragi Vniversity)

                 Teruaki Shibawaka (University of Tokyo)

                 Toshimichi  Ishihara (Yamagata University)

 Recently  a  few  researchers  on  the edueational  that the  phase of  computer  utilization  is limited.

psychology  have  used  the  computer  in theirworks,  This  symposium  had feur aims.  The  first one

but it seems  to the organizer  and  the ceordinator  was  to review  the  trend  of  studies  using  the  comp-
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