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217 数 の 保存 と 数比較 の 方法に つ い て

　　　　　　　　　　　　 盛岡大学　菅　野　幸　宏

218　
“

序数 の 保存
”

に つ い て

　　　　　　　　　　　　 東北大学　足　立 　智 　 昭

219　計算 と数唱記憶に 関す る 「mental 　 abacus 」 の 形

　　 成 ：発 達 的 研 究

　　　　　　　　　 い わ ぎ短期大学　天　岩　静　了

220 加法計算 の strategy の 分析　 1　 一そ の 1−

221　 　 　 　 　 〃 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一そ の 2 一

　　　　　　　　　　　 玉 川大学   西　谷　さや か

　　　　　　　　　 東京女子大学   吉 村 た づ 子

222　老年期 の 認知能力 に 関す る 研究

　　　　　　　　　　　　 広島大学　日　野　雅　子

223　系列化 の 操作と記憶 の 発達

　　　　　　　 名古屋聖霊短期大学　細　井　葉　子

224　2次元を含む系列化の モ ニ タ リ ン グ

　　　　　　　　　　　　 九州大学 小 旧 直 子

　217 ： 鈴 木 （東 大 ） よ り，分散分析 で 個人 の 効果 が 有

意で あ っ た 意 味 に つ い て 質問が あ り，2 集合 の 数 を 比 較

す る方法 は，子 ど もに よ っ て 異 な る こ とを示す旨Vl答が

あ っ た 。 西谷 （玉 川大） よ り，数詞 の 導入 が 保存 を促進

す る と の 前提 が あ る か との 質問 が あ り，暗黙に は 前提 し

て い る と 回答 され た 。 さ ら に 西谷の ，こ こ で の 保存は ，

保存課 題 で 正答す る こ と か，それ と も内部構造 に 関わ る

保存 の 成立を意味す る の か の 問 に 尅 し， 前者で あ る と の

回答 が あっ た 。

　218 ：落 合 （追 手 門学 院 大 ） よ り，数 の 保存 で は 変形

して も数 そ の もの は 変 ら な い が，こ の
“

序数 の 保存
”

で

は変形 （順序の 入 れ か え）す る と順序 が 変わ る の で ， 保

存 とい え るか との 質 問 が あ り，大 きさ に 基づ く系列内 の

位置は ，順序 が変 っ て も変 らな い と い う意味 で の 保存 で

あ る と回 答 され た 。

　219　：足 立 （東北 大） よ り， mental 　 abacus の 幅 と訓

練 闕 始年令．目野 （広島大 ） よ り，m ．　a，の 利 用 と被 験

者 の 現在 の 年令，に 関係 は ない か と の 質問 が 出．年令 よ

り も練 習 時間 （級 や 段 の 違 い ） の 方 が 大き く影響す る 旨

回 答 が あ っ た 。 落合 の，m ．　a．は 熟達 に よっ て 性質 が 異

な る か の 質閥に は ，質的変化 は な い よ うに 思 うが． ex
−

pert に な る と m ．　 a．の 幅が広が り，そ の 幅 の 中 で は 記

憶保持が 確実 に な る と答 え られ た 。 酉谷 も，初心 者 の 場

合，他 の code （eg ．音声 ）が 同 時使 用 され る こ と は な い

か と尋 ね，低 レ ベ ル で は ，
m ．　a、に 入 らな くな る と，音

声に 頼 るな どの 併用がみ られ る と の 回答が あ っ た 。 厳島

（口大） は ，
m ．　a．の 処 理 様式 （段階）を 明確 に す る 必

要 が あ る と し，expert の 記憶処理 を．　 chunking で 説明

で ぎな い か と 質問，初心 者 で は chunking も あ りうる

が，　 expert で は 専 ら視覚的イ メ ージ に 依存す る と考え

られ る 旨回答 された 。 ま た 厳島 よ り，文字系列課 題 に

は ．イ メ ージ を 適用 し に くい 無意味綴 りを 用 い る 方が よ

い と の 意見が 出さ れた 。

　220，221 ： 福 田 （東大） よ り， S ＝10の と き，補数導

入方略 の 頻度が 高 い が ，答 の 先読み で は な い か と の 質問

が あ り， そ うと して も，答に 自信 が な く確 か め たの だ と

回答 が あ っ た 。 ま た，福 田 は，min 　model は 暗算 で 行わ

れ る の で ．こ こ で は M や X1 に 入 れ られ る が，こ の 分

類に 基づ い て min 　 m ．の 適用 の 有無は 云 えな い の で は な

い か と指摘 した が， こ こ で は overt な 行動を 引き山す

状況設定 を し て お り，min 　 m ．の 前提 と な る交換 律 に つ

い て．数え足 しな どで そ の 不使 L目が 多 く確 認 さ れ た こ と

を述 べ た に 過 ぎな い と説 明 され た 。 須賀 （実践女子大）

よ り，Sum 方略に 多 い 誤答は どん なもの か．誤答 を導

く方略 は ある か と の 質間 が 出さ れ．特 に S ≧ 11の 場合，

方略 と い うよ り，指 で 作 れ な くな る た め の 混乱 数 え違

い が 多か っ た 旨回答が あ っ た。

　222 ： 吉村 （東女大）か ら．老人 の 乎均 年令，年令幅

に つ い て 質問が あ り，70〜90歳 （M ＝ 78） と の 回 答 が あ

っ た 。 中沢 （上越教育大） よ り， 成人 （青年〜社会入）

で は 保 存 が 獲得され て い る と考えて い る の か と質問が あ

り，成人 で の 保存獲得を 前提 と して い る こ と，研究 の 焦

点は 保存 臼体で は なくv 老年期 の 認知 の 特微に あ る 旨 回

答 され た。天岩 （い わ き短大） は ，子 どもと異な る老人

の 特徴 と して，高次 の 概念 （物理学） と知覚的理 由づ け

の 結 び つ きが 挙げ られ て い るが．高次 の 概念 の 正 確 さ の

程度，誤 っ た 知識 が知覚的理由づ け を 示 し易 くし て い る

か 否 か を 調 べ る必 要 性 を 指摘 し，酉谷 も，知 覚優位 の 誤

反応 に，既 有 知 識 の 妨害効 果 の 可能性 が あ るな ら、単純

に 老人 と幼 児 を比較 で きな い との 意見 を述 べ た 。

　223 ：小 田 （九 州大） よ り，記憶を 測 定 した ね ら い に

つ い て 質問が あ り，記憶 の 際，こ とば が 手 が か り と な る

の で．記憶 を 調ぺ る こ とに よ り，比較級 の 表現 の 発達 を

知 る こ と が で き る と考 え た 旨 回答 さ れ た。細井 （名 古 屋

聖霊短大） は 224 の 実験 で 小 田 が 行 っ た 教 示 の 細 部 に つ

き 質問 した 。 　　　　　　　 （天岩静子 ・西谷 さや か ）
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