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教授 ・ 学習 1 （601〜 608）

座長　伊藤　康児 ・大野木裕 明

601 子 どもの
一致学習 と不一

致学習 の 比較

　　　　　　　　　　　奈良教育大学 杉 村 　 健

602 教示者と児童と の社会的接触 が教示 の 理解に 及ぼす

　　影響

　　　　　　　　　　　　 筑波大学　中　山　勘次郎

603 子 ど もは教示 と観察か ら どれ ほ ど学習で きる の か

　　　　　　　　　　　　　九州大学　安　永　　　悟

604 非教 示的問題状況設定 に よ る 「重さ の 保存」 の 学習

　　 援助 の 試み

　　　　　　　　　　　　　東北大学　佐　藤　康　司

605 課題 の 実施 回数に 伴 う幼児 の 直接学習 と観察学習

　　　　　　　　　　椙 山女学園大学　大野木　裕　明

606 同時訓練 と継時訓糠 に よ る 数 の 移調の そ の 発達

　　　　　　　　　　　　　琉球大学　前　 田　健　一

607 分数概念 の 獲得に お け るつ まずきの 研究一
量分数

　　 と割 合分数 の 混 同 は い か に すれば 解消 で き る か 一

　　　　　　　　　小松島于どもの 家子 ども

　　　　　　　　　　　療育 セ ソ タ ー　安　田　　　勉

608 対連合学習に お け る刺激色 の 典型性 の 効果

　　　　　　　　　　　　名古屋大学 伊 藤 康 児

　601 伊藤 （名大 ），丸野 （九大）か ら，被験児が 第 1

試行 で選択した刺激 に 固執す る 傾向が あ るか，と の 質問

が なされ，別 の 実験 で は J 第 1試行で 選択された刺激を

正刺激 にする と学習 が 速か っ た 旨報告 され た。丸 野 か

ら，学習が チ ャ ソ ス レ ベ ル に と ど ま っ て い る時点で の 一

致群，不一致群の学習内容の 差異 に つ い て 質 問 が な さ

れ，検討 した い 旨回答がな さ れ た 。

　602 伊藤 （名大）か ら， 事前テ ス トに お け る 群間の 成

績差，前田 （琉球大）か ら，実験 1 と E で 被験児 の 年齢

が違 う理 由に つ い て質問がな され，群間 に 差は な い ，課

題へ の 方向づ け の 難し さ と評定 用 紙 を使用する都合上 ，

実va　［で は 年齢 を 上げた 旨回答 が な さ れ た 。丸 野 （九

大），北尾 （大阪教大 ），伊藤 （名大）か ら そ れ ぞ れ 実験

者
一

被験者間 の 共感 の 成 立 しや す さへ の 考慮 t 媒 介変数

の 重視，接触内容 の 分析，の 諸点 に つ い て 必要性 が 指摘

された。

　603 佐藤 （東北大）か ら．転移課題の 教示 が 各群で 同

じで あ る こ とを確認す る質問 が なさ れ た 。 坂 野 （千 葉

大）か ら，結果の整 理 ・分析に つ い て の 質問 に 加え て ，

モ デ ル が行 っ て み せ る 8 試行 だけ で 学習 が 成立 した か ，

60試行 の 転移 課題 で は 試行錯誤的学習 が な され た に す ぎ

な い の で は な い か ．と の 質問がな され た 。

　604 杉村 （奈良 教大） か ら，被験児の 年齢分布． 年齢

と発語 との 関係 に つ い て質閙が な され，4 歳児 2 名， 5

歳児 7 名， 6 歳児 5 名で あ る，年齢 と発語 と の 間に一貫

した傾向は み られなか っ た 旨報告され た 。 伊藤 （名大）

か ら，被験児が不 合理 な 行動を せ ずに 重 さ の 不 変 性 を表

明す る年齢 は い つ ごろ か ，自発的発語は 誰 に 向け られた

もの か ．との 質問がな さ れ，ひ と りの 6 歳児が 重さ の 不

変性 を表明 し た，実験者 か らの 促 し に 対する応答と考え

る旨回答が なされた。

　605 伊藤 （名大）．前田 （琉球大）か ら，手続 の 詳細

に つ い て質問 が な された 。 玉瀬 （奈良教大）か ら，観察

学習群に つ い て も各条件毎 の 成績を示 せ な 1．・もの か ，と

の 質問 が な され ，重要 で は ある が 方法上 の 検討を要す る

旨回答が な され た 。 北尾 （大阪教大）か ら，偶発学習 と

実施回 数が ど の よ うに 関連 す るか ．との 質問 が な され，

今 回 は 仮説化しえ な か っ た 旨回答が な された。北尾，伊

藤か ら，注意と観察学習 との 関連 に つ い て質 問 が な さ

れ，発表者 の 見解 が 表明され た 。

　 606 杉村 （奈良教大）か ら．テ ス トで 継時弁別が用 い

られ て い な い の で ．成績差 の 解釈 に 簡限を お く必 要性が

指摘され た 。 丸野 （九大）か ら ， 発達ととも に 相 対 反

応 ・絶対反応が 共に チ ャ ン ス レ ベ ル に 落着 くと の 仮説は

立 て ら れ な い か ，同時訓練，継時訓練 が もた らす学習効

果 の 差異をど う考え る か．と の 質問がな され ，検討す る

旨回 答 が な さ れ た 。

　 607 北尾 （大阪教大）か らJ 基準量 の 明確化は 量分数

よ りも割合分数 の 方が難 しい の で は な い か．量分数と割

合分数の 混同 を どう検出す る か，との 質問が なされた 。

松浦 （大阪教大）か ら，教示方法 ， 指導形態，教材 に っ

い て 質問が な され、また結果 の 整理 ・分析は 被験児毎 に

行 うべ きで あ る s 名数をつ け た 分数 の 意味を まず指導す

る必要があ る，との 指摘がなされた。

　 698 小 島 （北 大 ），坂 野 （于 葉大 ） か ら，典型 色 の 選

定基準に つ い て質問 が な され．今回は 文献 に 基 づ い て選

定した 旨報告さ れた 。小島か らニ ラ
ー

の 分析，坂野か ら

典型色選定 の 発達差や病理 に よ る 差，馬場 （茨城大） か

ら実験中 の 色名使用．典型色を一色に し た 理 由．丸 野

　（九大）か ら典型色 の 領域 と学習方略 の 関係 に つ い て 質

問がな さ れた 。馬場 か ら色相を操作す る実験．北尾 （大

阪教大）か らネ
ー

ミ ソ グ し やすさの 尺度を作成 ・使用す

る研究の 必要性が指摘された 。　　　　 （伊藤　康児）
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