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を 除 く こ とが 能力 を 高め る こ とに な るが ，それだ け で は

発達の 問題が抜けて し ま うの で は ない か 。上 野 氏 の 場

合 ，適応 力 を 高 め る に は ど うすれ ば よ い の か 。 発達 とい

う観点か らす る と，あ る発達段階に お け る能力がそれ よ

り上 の 発 達段 階 の どの よ うな 能力 と ど の よ うに か か わ っ

て くる の か とい う問題が重要 で あろ う。

　 指定討論（2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 宮本　実

　能力の 概念 は きわ め て 多義的 で あ り， 分野に よ っ て そ

れぞれ能力観は 異 な る が，能力を 発達的立場 か ら見 る と

い うこ と は 共通 し て い た。こ の 発達 の 立場 か ら4 人 の 発

表 に つ い て の 包括的な検討 を 試み る こ とは意味が あ る と

思 う。発達的立 場 と は ，司 会 者 が シ ソ ポ ジ ウ ム の 主 旨の

中で 述べ て い る よ うに   実力が将来示 さ れ る よ うに な る

潜在的可能性 が能力で ある   能力 は どの よ うな遺伝と環

境 の 相 互 作用 に よ る もの で あ るか   能力 の 発達に は 臨界

期があるか   望 ま し い 能力を発達 させ る た め の 教育 と指

導 の 役割 は 何か な ど の 問 題 が 考 え られ よ う。 4 つ の 分野

の 話題提供者は ，それ ぞれ こ の 発達的立 場 の どれ か に 焦

点 を あて て 論じられて い た よ うに 思 う。

　須賀氏 の 「能力 に 関 す る数 論 的 関 数 モ デ ル 」 で は ，能

力 の 概念 の 定義 は特に な され て い な か っ た が ， 認知発達

の 潜在的可能と して 能力が問 題 に され た よ うで ある 。 氏

は 発達的立 場 と して   の 遺伝 と環境 の 相互 作用 の 問題 に

焦点を あ て
， 数論的関数 モ デ ル を 展開 し て い る 。

こ れに

よ れ ぽ，能力 は環境に よ っ て 無限 に 発散す る の で は な

い
。 と りわ け プ ラ ト

ー
に 達 し た 後の 学習現象を 理解す る

た め に は ，従来 の 学習概念 は 捨 て るべ きで，新し い 行動

変容概念を必要 とす る。それ は
C「一

過性 の 調節
”

とい う

よ うな 概念 を 示 唆し て い る 。 人間の 認知能力 は想像以上

に 豊 富 な生得的可 能性 が 潜在 して い る 。 それ は 決 し て 自

己 完結的で は な く， 柔軟か つ 多様な 発達を支える 基盤 と

して 機能 して い る 。
こ の 開か れ た 生得性 の 発達 に 従来 の

学習概念に 代 る新 しい 行動変容 の 概念 が 必要 と され る と

い うの で あ る 。 こ の 概念 は 通 常 の 学 習概念 と区 別 され る

べ きもの で 広範 な 行動現象 に あて は ま る もの で あ る とす

れば ， 能力 の 訓練 ・教育 の 問 題 に つ い て も言 及 が ほ し

い
。

　松原 氏 の 「Counseling の 立 場 か ら見 た 能 力」 で は ，

能力 は Capacity と ability の 両方 で ある と し   の 立

場 に 立 っ て Capacityの 最大 限 の 発達 に とっ て 指 導技

術 ， 環 境，興 味，意欲，レ デ ィ ネ ス が大 切 で あ る と し

た 。 そ の 事例 と し て 帰国子女 ・無気力学生 な どの 学業不

振をあげて い る 。 能力 の 発達 の 領域固有性 お よ び 一
般

性 ・発達 の 臨界期 に 関 し て は ほ と ん ど言及 さ れ て い な か

っ た 。また ， 能力 の 価値基準 は，そ の 属す る社会 の 要請

lCよ っ て定 ま る とい うこ とは，　 Counseling の 立 場 に と

っ て 重要 な課題で あろ う。

　上野氏 の 「発達臨床診断と治療教育 を 通 して 」 で は，

障害児に お け る能力観 お よ び 指導 と教育の 問題 に 焦点 が

あて られ た 。 障害児が生活す る社会
・文化的環 境 の 中

で ，彼 らに 残 され た 発達 の 可 能惟 に つ い て の 予 測を しな

が ら， 最大 の 効果を あげ得 る 教育的配慮が 重要 で ある と

した 。 また 総合的か つ 流動的な能力観が 強調 された が ，

障害児 の 治療教育に お け る 可 塑 性 とそ の 限界早期教育の

問題なども問題に さ れ よ う。人間 の 能力に 対す る 多次元

的価値墓準 と社会が要請す る 価値基準 は 必ず し も合致す

る もの で は な い と こ ろ に 大 きな 問 題 で あ ろ う。

　無藤氏 の 「意味を作 り出す存在 と して の 人 の 発達」 で

は ，意味作 り出 し の 過程 の 総体が発達で あ り，能力 は そ

の 意味を作 り出す方略 の 個人差 で ある とす る 。 意味 を作

り出す能力 は すべ て の 人 が持 っ て い る が，個人差 が生 じ

る 過程が どの よ うな もの で あ るか に 焦点が 向け られ て い

る。私 の 理解で ｝よ，意味を作る能力の 発達 とは，文化的

実践に 参加す る こ とで あ り， 参加す る とい うこ とは，こ

れ を 受け入 れ ， 自発的に 価値を 発見 し ， 創造活動に 参加

す る こ とで あ る とい うこ とで は な い だ ろ うか。こ の よ う

な意味獲得の 能勤性 が他者 との か か わ りの 中で どの よ う

に 発達し て 行 く過程が 解明され る な らば ，

’t
わ か る 能力

”

を育て る教育実践 に と っ て も有益 で あ ろ う。

質疑 と 討論

　筒井健雄氏 （信州大） か ら， 「何 の た め に 能力 の 向上

を求め る の か 」 IC．つ い て の 質問 が提出された 。 こ れ に 対

し て 須賀氏 は ，能力は そ の 内的素地 が 環境を取 り込 み な

が ら，自己発達を とげ て い くもの だ か ら， 教育が能力 の

発達に 関与す る こ とは で ぎな い
。 学習に よ っ て能力が向

上 す る よ うに み えて も，そ れ は
一過．

性の 調整に すぎず，

教育 と は せ い ぜ い
， 先行世代か ら後の 世代 に 文化を伝達

す る と い う役割 しか 持 っ て い な い
， と の べ て い る 。

　一
方，松原氏 は ，能力の 発達 とは ，最高の 能力が発揮

で きる よ うに な る こ と を め ざすべ きで あ り， そ れ の 条件

を 整 え て や る の が ， 數育 で ある とい う。 どん な 能力が あ

っ て も，その 知識 を 習 っ て い な い 者，表現力の な い 者．

興味 の な い 者は，そ の 能力を発揮す る こ とが で きな い か

ら で ある 。

　適応力を 能力 とみ る 上 野氏 は ， 人間 の 可能性 に つ い て

の 認識 を，も っ と持つ ぺ きだ とい う。す な わ ち，能 力 の

多面性 とい う見地 か ら，子どもに で きる こ と，で ぎな い

こ と，で きそ うもない こ とを ， 明確に す る 必要が あ る 。

わ れ わ れ は ，とか く知識だ けを追い すぎて い るが ， 能力
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