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る の か。杉原一
昭氏 の 昨年の 報告に もあっ た よ うに

、 具

体的方策を示す の は む ずか し い が ，その 否定要因を排除

して ゆ くこ とは 可能 で ある。自戒を こ め て そ の い くつ か

を挙げ る な らば ，a ．研究 の 個人主蓑 ： 研究者 の 個人的

興味 の み に も とつ く研究，確 た る証拠 は な い が，こ の 傾向

は お そ らく減少して きて い る の で は な い か 。 b ．瑣末実

証主義 ： a と共 通 の 面 もあ る が，心 理 学者 が 社会を知 ら

ず 視野が狭い とい う隣接領域か らの 批判 は 当 らぬ で もな

い 。c ．減点主義 ： 論文 の 長短 は 論旨の 展開や 方法 の 緻 密

さな どの 点で は は っ きりしやすい 。しか し ア ラ の 少な い

論文だ け が 高 く評価 され る こ とに な る と．実践 的研究 は

それが意欲的な もの ほ ど ハ ソ デ ィ を負 うこ とに な りか ね

な い
。 d ．業績 至 上 主 義 ： こ と に 数 が 重視 さ れ る と，試職

の た め の 数の 産出 に 追 わ れ る こ と に な る 。ま た 業績 を r作
る」 た め に ，減点 の され に くい ，ま とめ やす い 論文を 志

向する ，など。こ れ らは 多 か れ少なか れ学会誌や 城戸奨

励賞の 審査 で 議論 され て い る よ うだ し，良 い 方向に 向い

て い る と は 思 うが ，まだ 十分とは い え まい。

　最後 に ， 実践的 な摂究 の 危険性 に つ い て触れ て お きた

い 。 教育心 理 学 の
”

不 毛性
”

は そ れ 故に こ そ大ぎな誤 り

を 犯 さ ず に す ん で い る面 もあ る。実践 性 を 強調す る とき

何を め ざす実践 か が 問 わ れ ね ば な らぬ 。教育心 理 学 が た

とえば 行 動変容 の 技術 とし て発達し た とき，それだ け危

険 は 増す。 わ れわれ は 観野の 広 い 専門家で なければ な ら

ない し，視野の 広 い 専門家を育て ねばな らな い 。

　上 記 三 氏の 話題提供 に 対 して は ，指定討論者よ りお お

よ そ次 の よ うに 質問，批判な い し意見が述べ ら れた 。

指定討論

　　　　　　　　　　　　　　　　　梶　田　叡　一

　（1〕 並木氏 の 提言に 対 して

  ア メ リ カ の 大学 の 評判的順位 に ま ど わ さ れ る こ と な

くr 各大学 の 学風 問題提起の しか た ， そ の よ っ て 立 つ

方法論を 考 え て ， とる べ ぎもの を 選ぶ の で な け れ ば な ら

な い の で は ない か 。

  日 本の 教育現実 と欧米 の それ とは 異 な っ て お り，従 っ

て そ の 解決 の 仕方も．口 本 と ア メ リ カ ・西洋と 異な らざ

る を え な L ・の で は な い か 。単 に ア メ リ カ の ど こ か の 大学

をモ デル に し よ うと い う発想で は ，とくに 教育心 理 学 で

は ，不 毛 な 結果 に 終 る の で は ない か
。

　  　井 上 氏 の 提言に 対 して

教育心 理学 に な る 問題 を 教育現実の 中力・ら発見 L ，教育

心 理 学 の 中 に 位置づ けて い くと い う発想 で は な くして ，

教育の 問題を とらえて こ れ を 解決 して い こ うとす る未分

化 な 破究方向 を と る こ とが 教育心 理 学 の 発展 に 貢献す る

の で は なか ろ うか 。

　（3〕 なぜ．上述 の よ うな批判 をす るの か とい うと，自

分 に は 次 の よ うな考えをも っ て い るか らで あ る 。

  自分 は 大学院生 た ち に は ，大学 の 教師と し て 就職 で き

るた め に は ，英 米 の 新着の ジ ャ
ー

ナ ル を どん どん読ん で ．
ど し ど し論文 を 書 く研究 ゴ

ッ
コ を すれ ば よ い が，ほ ん と

うの 研究者 に な るた め に は ，教育呂 ・槻 実 を 見 る眼 ，

問題意識 を 養 い ，こ れ を multivariate に ．構造 と して

と らえる こ とがで き，こ れ に 対 して ど う活動す べ きか を

考え る こ とが で き る よ うに な らな ければ な らな い と説 い

て い る 。

  教育心理学の 専門性 に は 3 種類ある 。 1 つ は 教育心 理

学 を 自分 な りの 体系 で ，学生 に わか っ て も らえ る よ うに

講義 で ぎる 教師 に な る こ と．2 つ に は 海外の 教育心理学

の 紹介．吸収 ，定着の 能力 を もつ こ と ，3 つ に は ，こ れ

が大事 な の で あ るが ，わが 国の 教育現実を人 間 プ ロ パ ー

の 問題 とし て解明 して い くこ と が で き る よ うに な る こ と

で あ る。

　 こ の 第 3 の 目標を学生 が達成 で きた か ど うか の メ ル ク

マ ー
ル は，た とえば，彼 が 内発的動機 づ けな ら内発的動

機づ け とい うこ とを現場 の 教師 に 講話して 納得 し て もら

え るか ど うか に あ る。こ れ が で きる よ うに な れ ば ，第 3

の 専門性を達成 し た こ と に な る 。

　（4） 上記 の 第 3 の 専門家の 特徴 を 身 1こ つ け させ る た め

に ，月 に 】回 現場 の 教師 を ゼ ミ に 招い て ，学生 と討議し

て もら っ て い る し ， 来年度は 1〜 2か 月朝 か ら晩 まで 生

徒 と一し ょ に な っ て活動 に 学生を参 加 させ て ，彼 らの 教

育に対す る 感覚を養 うこ と に し よ うと 思 っ て い る。

（以上 の 梶 田氏の 批判
・
意見 は 司会者 が 整理 した もの で

あ る。）

女性 の 教育心 理学の専門家養成の 問題につ い

て

　　　　　　　　　　　　　　　　　内　田　伸　子

　梅 本 氏 が 指 摘 さ れ た 「専門家 の 職場 と して は 大学 と研

究所であ り，しか も研究所は 少 な い 。 そ こ で 大部分 は 大

学 の 教官 と して 初 め て存在で き る 1 （年報，1981．P121 ）
と い う観点 か らみ て 女性研究者 の 進出す る場 は 依然と し

て 狭 い 現状に あ る 。 こ の こ とは どうい う専門 家 を 養成 し

よ うとす る か の 教育目標 の 設 定 と養成の あ り方を外側か

ら規定す る もの と な り．こ の シ ソ ポ ジ ウ ム で 視座 に の せ

て 検討 して ゆ くべ き問題 の
一

端 に 光 を あて る こ と に もな

る。

　昨年 ・今年 の 提案を通 じて 明 らか に され た こ とは ，筋

究者 ・教育者 と して 自立 す る に は 現在 の養成制度 で は 不

十分で あり．非常 に 時間がか か る もの で あ る こ と，そ し
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て実際に 専門控を追求で きる 場 を 得る こ とに よ っ て そ の

専門性が確立 し うる と い うこ とで あっ た 。

　 女性 の 専門家予備軍と して の 大学院修了者 は 年 々 増加

し，オーパ ー ドク タ
ー

も増え て い る 。 研究誌へ の 投稿数

も確実 に 増えて い る。に もか か わ らず．実際 に 専門性を

確立 し て ＠ く場 に ポ ス トを 占め る割合は ，少 しずつ 増加

して い る も の の ，男 性 の そ れ に 比 べ 圧倒 的 に 低 い と い わ

ざ る を え な い 。

　 女性 ス タ ッ フ の 受け 入 れを逡巡す る理由 の 1 つ と し

て ，社会 で 男性 が中心 的な役割 を 果 た し て きた と い う伝

統の 中で ，女性が社会である役割を果た し て い くこ との

不慣れか らくる 「社会的未熟さ」を あげる 人 々 が い る 。
こ

れ に 加えて 女性 の 側 に も問題があ る場合 もあ ろ う。職場

が得られ な い 時 に 研究 を継続す る こ との 難 し さ は ，結婚

に よ る家事負担 ，子育 て ，老 い を 看取 る等 の 問 題 に 直 面

した 時に最大 とな る 。 こ れ が 「逃げ場」 とな っ て専門家

と して の 構え に 甘 え が 生ずる場合 もあるか も しれな い 。

それ が ，女性を受けい れな い 風潮 と悪循環す る こ とに も

な ろ う。

　 こ の よ うな状況 は と もす れ ぽ教育目標 の 設定を 甘 くさ

せ ，大学院の 性格を変貌させ る一
因 とな っ て い る 。 私共

の 大学 で も．大学院 に 進学 し て も先 に 見通し が な い と し

て ，学 部か らの 進学者は 減少し て い る。しか し，こ れ が

か え っ て 他大学出身者，学部 で 他領域を専攻した 人 ．社

会 に 出た 人 や 子育 て が 終 っ て も う 1度専門的に 研究 した

い とい う人 々 へ の 門戸を 開げる とい う利点 ももた ら して

い る。そ の 結果，院生層 は多様化す る 。 様 々 な 背景 ，問

題意識 を持 っ た 人 々 が 集 る こ とに な る。こ れ に よ っ て視

野は広が る 。 独創性あ る仕事をするた め に もJ 様 々 な背

景 を 持 っ た 入 々 との 交 流は 極 め て 意義深 い 。

　 こ の よ うな院生層 の 多様化 に ど う答 えて い くか が問題

とな る。山本氏 の 提案 に あ っ た よ うに カ リ キ ュラ ム を充

実さ せ も っ と購造化 し て＠ くこ と，欠落し た領域を補う

工夫を す る こ とが 急務である 。 長期的に は講座増が 望 ま

れ るが，短期的に は 並木氏の 指摘され た ，すで に慶大一

早大間で 着手 され 始め た 「単位互換制」を実現 して い くこ

と も
一

案 で あろ う。 同時 に ，養成制度 の 検討 に 絡 め て 養

成後 の 就職問題 に も取 り組 ん で い か な くて は な らな い
。

　質疑 ・応答

　会場 フ ロ ア
ー，提案者，指定討論者相互聞 で 次 の よ う

な 質疑応答 が 展開 し た。・

　 「教育心理学者 と教育学者とが共同の厨究 体 制 を く

み ．教育実践家 の もつ 課題を と り上げ て ，三 者協力 して

研究をすすめ て い くべ ぎで は な い か 。 」（上田吉
一 ・兵庫

教育大学）

　 こ の 意見 に 対す る 反応 は お お よそ次 の よ うで あ っ た 。

　 全面 的 に 賛成 ，た だ し検 証研究で は な くて探査研究や

開発研究 をすす め て い くべ きで あ る （梶 田）。 教育 現 場

との 提携は 徐 々 に すすん で きて い るが」教育学 との 提携

は 用語 ・考え方 の ちがい が あ っ て 困難だ 。 現場 との 協同

をすす め る べ きだ （山本，井上）。い や．教育学 と の 提

携だ け で は 駄 目で あ る 。 教育心理学者 は 他の 儷別 科学た

と え ば 数学 とか物理学 とか 言語学 とか を や っ て ，こ れ ら

の 専門家 と対等 に 近 い 程度に 話しあえ る よ うに な るべ き

だ （天野委員
一

司会者 の 要請 に よ る発言）， とい う ぐ あ

い で 意見 の 統
一

は 短時間で は 無理 で あ ろ う。

　 「教育心 理 学が学校教育 の 現実とだ け と り くん で い く

な ら．学校教育 の パ ラ ダ イ ム に 呑み こ まれ る 恐 れ が あ

る。も っ と広 い 視野 で 人間 の あ り方そ の もの を問 うこ と

が 大切な の で は な い か 。」 （安藤寿康 ・慶応大学）と い う

若い 研究者 の 質問もあっ た が，厂日本の 教育心 理学 は 今

日 まで 教育 現実か ら離れす ぎて い た の で は な い か 。 ま た

教育心 理学者 は もっ と社会を知 り．教育の方向に 眼を向

けなければな らな い 1 （井上） で あろ うし，「学校の 先生

に 分 っ て もらえな い 教育心理学 で は どうしよ うもな い 」

（梶 田）で あろう。 「日本 に は 、 す で に 教育現実と と り

くん だ 研究 が あ っ て ．本総会 で もそ うした 研究が発表 さ

れ て い る。 若 い 研究者 に は 外国 の 研究を ほ ん の 少 し方法

を か え て そ の 追試的研 究 を す る者 が 多 い が ，日 本 の 研究

者 が 行 っ て い る研究 に ，もっ と眼をむ け るべ ぎだ 。 」 と

もい い た くな る の である （梶田）。

　 最後 に ，「日本 の 博士 の 学 位制度 に もみ られ る よ うに 、

日 本 に は そ の 文化的風土 に あ っ た 教育心 理 学者 の 養成制

度が考え られ て よ い 」し「女牲研究者を男怪研 究者 と同等

に あつ か う」大学を作 っ て い か ねば な らな い とい う主張

（並木）も討論 の 過程で 出て きた こ とを付言 して お こ う。

　 司会者 の 反省と ま とめ

　内 田伸子氏か ら せ っ か く女性研究者をめ ぐる 問題の 提

示 が あ う た の で あ るが ．司会者 の 不手際か らこ れを討論

の 過程 に 位置づ け る こ とが で きなか っ た 。 しか し；女性

研究者養成 の 問題 は ．い ずれ の 機会 に か ．こ の 問題 tSけ

を独 立 に ，本 シ ン ポ ジ ウ ム の 過程 の 中に 位置 づ け て み る

必要が生 じて くるの で は な か ろ うか 。

　 また 当然 の こ と とは 思 うが，別 の シ ソ ポ ジ ウ ム ，た と

え ば 「発達に お け る関係 の 分析」 に お け る討 論 の 過 程

で ，「研究者養成の 問題」
一小手先的な 形式だけ の と と

の っ た 論文 を数多 く書か なけれ ば 就職 で きな い とい う問

題一を提出し た 女子院生 （京大）が お られた 。 なぜ こ う

い う人 た ち が 本 シ ン ポ ジ ウ ム に 参加 して くれ な か っ た の

で あろ うと，筆者 は 残念 に 思 うの で あ る。主旨か らい っ

て ，本 シ ン ポ ジ ウ ム に は もっ と 多数の 若 い 助手 ， 院生諸

君が集 っ て よ い の で は なか ろ うか と思 うし ， そ うい う人
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た ち が新シ ン ポ ジ ウ ム に 参加し やすい よ うな 総会プ ロ グ ラ ム 編成が考え られない もの だろ うか と思 うの で ある 。

　　　　　　　　　　　　　　 （編集責任宮川知彰）

皿：「教育実践 と教育相談」

一 教育実践 に 教育相談を ど う生 か すか 一

主 旨紹介者

司　会　者

話題提供者

〃

〃

〃

〃

井

野

島

宮

河

原

中

田

田

島

瀬

平

福

永

芳 文 （東京学芸大学）

広太郎 （筑波大学）

靖　浩 （群馬県教育 セ ン タ
ー）

寛　巳 （東京都江東 区教育セ ソ

　　　タ
ー）

慶　子 （東京都立 教育研究所）

脩　美 （東京学芸大学）

純　三 （東京都立教育研究所）

　登校拒否，校内暴力等，い わ ゆ る教育病理 と もい うべ

き現象が多発する中で ．教師 の 児童 ・生徒理 解と適応指

導 の 重要性 が強調され ，そ れ と関連 して ，教育相談の 充

実 と見直 し気運が高ま っ て い る 。 本
・
； 7 ポ ジ ウ ム は ，そ

れ を受け て企 画 さ れ た もの で あ る。

　現行 の ，い わ ば ク リ ニ
ッ ク 化し た 教育相 談の い っ そ う

の 拡充が問題 とい うよ りも， 教育相談，な い し教育相談

的 ア ブ 卩
一

チ を，教育実践 の 場 で ．い か に拡充して い く

か が ， よ り重要．か つ 緊急な 課題なの で あ る 。
こ の 趣 旨

に 沿い ．教育実践 と係わ りの 深い 立場 で 教育相談に 取 り

組 ん で い る方 々 か ら，問題提起し て い た だ き，有効な示

唆を得る こ とが出来た 。

　 「学校におけ る教育相談の 現状と 問題点」

　中島靖浩

　群馬県で の 現状を中心 に ，上記 テ
ーマ に 関して ．以下

の 如 き主旨の 開陳があ っ た。しか し ， それ らは ，群馬県

に 固有の 問題 とい う よ りも，現在 の 教育相談の 現状と問

題の本質を的確 に 指摘 した もの で もあ っ た。

　 1　教育相談 の 目標が不 明確で ある 。

　教師
一

般 の 教E 相談へ の 関心 は 高 い 。ま た，多 くの 学

校の 教育 B標 の 中 に も，生 徒指導と 区別 さ れて ．教育相

談的理念が うた われ て い る （小 ；72％，中 ： 72％ ， 高 ：

59％）。 が．そ こ で の 教育相談 の 概念が 必 ず し も明 確 で

な い 点 が 問題 で ある 。

　 2　教育相談 の 位置づ け が 不 明確。

　年間 の 教育計画 の 中に も，多 くの 学校 が 教育相談を位

置づ け て い る が J 十分に 機能 し て い る とは い え な い 。

　 3　訓育的手法 と教育相談的手法 の 不調和 。

　指導者 の 教育観 心情等 に よ り，どち らか 一 方 に 偏

り，調和が難 しい 。

　 4　児童 ・生徒理解 の 不 足 と学校独 自の 指導迭開発 の

遅 れ 。

　児童 ： 生徒理解 の 基盤が弱い 上 に ．ク リ ニ
ッ ク 的手法

が 無反 省的 に 教育実践 の 場 に 適用され る こ とが多い e 実

践 の 場 に 適合し た 理 論や 方法の 構築 が 必要 で あ る。

　 5　 学習問題 へ の取組み の 不足 。

　伝統的 に ，人格．情意行動面 の 問題の 扱 い が 中心 で ．

学校教育の 場 で重要な意味を持 つ 学習問題へ の 取 り組 み

が看過，放置され て い る e

　 6　教育相談活動 の 組織体制 の 不備と人材不 足。

　教 育相談担当者 の 位置づ け の 不 安定さ，人材不足 ， 校

内組織 の 不 備等 か ら．活動が十分行わ れ難い 。

　 そ の 他

　 7　教育相談 に 関す る研修 （現職教育） の 重要さ と 問

題点。

　 8　教育相談施設，設備 の 不備。

　等 に つ い て 指摘 が あ り，学校 に お け る 教育相談 が抱え

る諸問題に 関 して 指摘 が なされ た 。

　 「地教委設置に係る
’t
相談所

t’

の問題点

　田宮寛巳

　現行 の 教育相談活動 に お い て 重要な役割を果た して い

る教育委員会の 設置す る教育相談所の 関点 か ら．問題 の

指摘 が なされ た 。

　 1　 相談活動 の 実債

　相談の 対象が 低学年に ，ま た 扱 う問題 が，い わ ゆ る 非

社会的行動を 中心 に した もの に 限定化 され て い る きらい

が あ る 。 中
・高生 を 対象に ，非行等 の 反社会的問題へ の

解決 に 十分貢献 して い な い 。 換言すれ ば ，家庭や 地域社

会 の ニ ーズ に 十分答えてい ない 。こ の こ とは ，相談所 の

活動を非活性化，矮小化する。

　 2　学校に 係わ る 問題点
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  After a  bnef  presentation  by  Amano  of  the pur-

pose  of this sympDs'!um  and  Nagashima's  summari-

zing  of  the lst SympQsium  in 1981 at Sendai (see
"Annual

 Report"  vol.21,  1982), the first speaker.

Yamamoto,  showed  
`"the

 problems  involved  in trai-

ning  educational  psychologists in Japani'as follows.

  (1) Graduate  scheols  need  to be  more  autonomQ-

   usI

  The  Japanese graduate  schoo1  is not  a  separate

entity  from  the  undergraduate  scheol  so  the graduate

schoDl  often  does  not  have  proper professors' nece

ssary  buildings or  a  clearly  defined budget with  a

separate  administration  division <cleri.ca1 employees)  .

  This  system  results  in the overwork  of  professors

er  in the  negligence  of  undergraduate  education.

  (2) Guidance systern  and  partial curricuium  :

  A  system  with  more  exchange  pro{essors, joint

chairs  and  visiting  or  part time  professors is needed

both from  the teaching  perspective and  from  the
'students

 perspective;also  the credit  system  should

be expanded  to  where  students  can  get credit  or

units  by attending  other  universitie$,

  (3) Increasing  the active  research  and  the  prob-

   lem  of  granting  degrees:

  Young  graduate  students  could  better be used  as

listic observations  emphsized  by  Nakajima. Accordi-  cenclusions  :

ng  te her it would  be impossible to generalize the To  make  a  developmenta1 research  fruitful and  of

findiRgs from  such  observations  unless  a theory, practical use,more  attention  to the complementary

though incomplete, was  brought up  in advance,  and  reciprocal  relations  between experimental  and

  Finally, Oka,  the  chairper$on,  made  the following naturalistic  approaches  should  be  paid,

            SYMPOSIUM  PLANNED  BY  JAEP  RESEARCH  COMMITEE

            PROBLEMS  IN ADVANCED  TRAINING  OF  EDUCATIONAL

                                  PSYCHOLOGISTS  (2)

         Conyener : Kiyoshi Amano  (National Institute for Educational Research)

         Chairman  : Tomoaki  Miyakawa  CTohoku University)

         Summarizer  of  The  Ist Symposium  in 1981 : Sadao  Nagashima  (Saitama University)

         Speakers : Takiji Yamamoto  (Hiroshima University)

                    Hirashi Namikl  (Keio University)

                    Kenji lnoue <University of  Tokyo)

         Discussants : E{ichi Kajita (Osaka Uniyersity)

                    Nobuko  Uchida (Ochanomizu University)

           - -
researchers  Tather  than  just as  manpower.  Thequ-

ality  of  original  research  should  be  raised  and  PhD's

should  be  obtainable  to  deserving students.  Toe  few

people  have  been  granted  degrees  upon  finishing

coursework.  In re]ation  to this problem  the issue of

granting  PhDs  to foreign students  has  reached  the

level of  an  international problem

  (4) Independent  Doctoral  Courses:

  There  is a  need  to  make  the  Doctoral  courses  more

independent  of  Master  courses  and  increase the

chances  for students  to transfer.

  (5) Inereasing the teaching  abilitie$  and  research

    guidance  abiiities  of  students  :

  There  is a  need  for cotires  on  
`'how

 to teach"

psychology  as  well  as  on  how  to guide  students'in

psyohological  research.

  (6} The  Over Doctor  Problem  :

  Consideration should  be given  to O. D'. s in a  kind

of  scholarship  help ior those  active  O.D'.s waiting

for emplayment.

  Namiki  began his presentation  wlth  a  critical  co-

mparison  of  the  School  of  Education  of Stanford and

the  one  of  Keio Univers{ty Based on  his personal

experience,  he  reached  the cenclusion  that  a gap

between  the present cenditions  of these two  schools
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was  so  large as  to be  filled in a  decade or so.

  To  improve the present situation  of  gradllate ed-

ucation  at  Keio, a mutual  agreement  was  concluded

with  respect  te the exchange  of credits  for a  master

degree Keio and  Waseda  University, and  a  rule  was

recently  riached  in order  to promote  studying  abroad

in terms  of  credit, tuition and  schooling.

  In so  doing, he added  that Keio  would  continue

to make  efforts  to catch  up  with  the high  standard

of  graduate  education  established  by some  of  the

best universitieB  in the  USA,

  Based on  data gained  from  more  than  20 graduate

students,  Inoue  discussed the followings : (1) the

difficalties that young  educational  psychologists ex-

perience  in obtaining  subjects  from schools;  (2)merits
and  demerits  of  their  contacts  in the  fields of  edu-

epva  ag 22$

cational  practice;C3)the factors in the thoughts  of

educational  psychologist that spDil  the  young  edu-

cational  psychologists,and  cqnsequently  make  Japa-
nese  educational  psychology  infertile. And  he feared

that in Japan, educational  psychology  might  end

in a  technology  for remolding  personalities.

  At  the end.  the  chairman  adds  that to  a  certain

level, a 
`Cconsensus"

 was  reached  : the necessity  te

cuLtivate  young  psycho!ogists able  to find problems

in the fields of  educatlonal  practice and  to prepare
an  educational  psychoiogy  for solvlng  them,

  You,  Japanese educational  psychologists, must  be
rnore  sensitive  to the social  problems  and  the  domi-
nant  trend in the educatienal  policy  of  Japan. Scho-
lars with  se  much  tatent should  be  capable  of  cella-

borating interdisciplinarily.

    EDUCATIONAL  PRACTICE  AND  SCHOOL  COUNSELING

       How  to promote  school  counseling  in dairy educational  practices.

Organizer  : Yoshifumi Kawai  (Tokyo Univ. of  Education)

Chairman  : Kotaro  Harano  (Tsukuba Univ,)

 Speakers : Yasuhiro  Nakajima  (Gunma Educational Institute)

          Hiromi Tamiya  (Tokyo Kootooku  Educational  Center)

          Keiko  Hirata  (Tokyo Metropolitan  lnstitute for Educational  Reserch

                            and  In-service training)

          Osami  Fukushima  (Tekyo Univ. of  Education)

          Junzoo Nagase  (Tokyo Metropolitanlnstitute  for Educational  Reserch

                            and  In-service training)

 In  this sympostum,  the propesitions and  argume-

nts  weTe  disscussed mainly  on  the four points of

views  as  foliows :

  1) How  to make  geod  use  of  school  counseling

or  pupils guldance  in daily educatienal  practices.

It was  stressed  that the class  room  teacher  should

have  the  knowledge  and  the technique  to guide  the

maladjusted  pupils.

  2) The  analysis  of  the facters of  the difficulties

of  caunseling  practice m  schools,  The  ne ¢ essities

of teachers  education  or  retraning  as  a  ceunselor

were  disscussed.

  3> The  cooperation  of  the schoo]  teacher with

the professional counselor  or  counseling  clinic  conce-

rning  to the  pupils guidance,

  4) On  new  principles or  methods  and  organiza-

tion for schoo]  counseling.  New  methods  or  techni-

ques  suitable  to class  room  practices  were  disscussed,
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