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児童期の 発達研究の 動向 と課題
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（女子栄養短 期大学）

L 　は じめ に

　こ こ 10年以上乳児 を対象 と し た 発達研究を行 っ て きた

もの に とっ て ， 児童 ・生徒 を対象と し た発達研究で は ，

何 が 今 日的 テーマ で あ り ， ど の様な や り方 で，それ らを

明 らか に し よ うと し て い る の か ， 覗 き見，野次 馬根性か

ら こ の ま と め を始 め て み た。そ し て ，まずは じ め に 気付

い た こ とは， 児童 ・生徒 を対象 と し た研究の 数が乳児や

青年 を対 象 に し た も の に 比 べ て ，

“
少 な い

”
と い う こ と

だ 。 し か し児童 ・生徒を対象に した発達研究 は少な くて

も ， 児童 ・生徒 を対 象 に した研究が 少な い と い う こ とで

はな い 。そ こ で， っ ぎに児童 ・生徒 を対象に した研 究 に

範 囲を広 げて，読 み 進ん で 行 く う ち に ， 「発達 と は何だ ろ

う」， f児童 ・生徒 を対象 とした発達研究の 本 来の 目的を

ど こ に 置 くべ き か 」考 えざる を得な か っ た 。 も ち ろ ん ，

発達部門 の 研究 は，子 ど も た ち の 発達を問題 に して い る。

し か し，そ の 研 究 の 多 く が ， 異 な る年齢集 団 に 同
一課題

の作業を さ せ た時 ， あ る い は同
一内容 の 調査 を行 っ た 時 ，

そ れ ぞ れ の 集団間 に 異 な る数値が 得 ら れ れ ば ， そ れ で 「よ

し」 として い る こ と，つ まり発達 を年齢の 関数 と見 なし

て い る こ と で あ る 。
こ れ に つ い て は 久 し く以前 か ら問題

に さ れ て い る こ と で あ り， また近 年で も教育心 理 学年報

第 31集 で 本郷 （1992＞が 「発達 に か か わ る諸要因を明 らか

に す るた め に は ， 年齢以 外に経験 や学習の 量 を直接的 に

捉 え る変数を導入 す る こ とが
一

層必要な の で は な い か 」

と述 べ て い る 。
こ の 指摘 は 2 年経た今 日 で も ま だ有効だ 。

　 また，逆 に
“

発達研究で は な い
”

と して も， 児童 ・生

徒 を対象 に し て行 わ れ た研究で あれ ば ， 発 達 の 視 点 を

も っ た研究 ，
つ ま り発達 の 方向性 を示す も の ，現実の 子

どもたち の 周 りで 生 じて い る問題 を解決す る糸口 を 示す

もの で あ っ て ほ し い 。児童 ・生徒が何 を行 動 の 目標 とし

て 生活す れ ば い い の か 行動の 指針 を示す こ と の 出来る研

究を 期待 す る の で あ る が ，そ の 数 は 多 く は な い
。

　 こ の 期 の 子 どもたち は学校 と深 くか か わ り， 生活 し て

い る。子 ど も た ち の 生活は学校 に収斂 して い る。し た が っ

て学校で の 生活 ， 学習が発達 に 対 して ど の 様に作用 し て

い る の か を明確 に 示 す も の で あ っ て ほ し い
。 そ れ は 教

授 ・学習過程 に 留 まるもの で は な く，
い じめ の 問題 に も

，

不登校 の 問題 に もあて は ま る 。

　子 どもたち は ひ と ワで 生 き て い る わ け で はな い 。 常に ，

他者 との か か わ D の 中で 生活し ， 学習 し， 発達 し て い る

の で ある か ら ， 他者 との どんな か か わ りが 子 ど もた ち を

ど の よ う に 変化 さ せ
， 行 動 を起こ さ せ た の か 検討 しなけ

れば ならな い 。

　なぜ児童 ・生徒の発達研究 ， な か で も認 知発達 へ の研

究者 の 関心が 向か な い の か ， そ の 理 由を後藤・森下（1993）

は 2 つ あげ て い る。 1 つ は 学校教育 と の 兼 ね 合 い が難 し

い こ と，もう 1 つ は ピ ア ジ ェ の 影響 を指摘 し て い る （児

童 ・生徒 期 は ピ ア ジ ェ が 研究 の 対 象 と した 年齢期 で は ない ）。

　褒藤 ・森下の 指摘す る ピ ア ジ ェ の 影響が大 きい こ とに

関 して は筆者 も同意 す る が ， そ れ は ピ ア ジ ェ の 研 究の 対

象 が 児童 ・生徒期で は な く， 主 と して 乳幼 児期 に あ っ た

とい う こ と だ け で な く，
ピ ア ジ ェ が 大人 か ら の 影響を 受

け て ない
， 子 ども本来 の 姿を捉え よ う と した こ とそ の も

の に ある と 考 え る 。 つ ま り大人 と子 ど もとの か か わ りの

中 で，子 ど もの 発達 を捉え ようとす る視点 を もっ て い な

か っ た こ と で ある 。 し た が っ て
， 学校教 育 との 兼ね 合い

ど こ ろ か ， 発達研 究 を行 うた め に は学校教育を排除 して

行わなけれ ばな ら な い 。

　 しか し な が ら，子 ど もの 生 活 か ら大入 を排除す る こ と

が 出来る だ ろ うか
， 出来は し な い 。大 人 と の か か わ りの

中に こ そ子 どもの 発 達の 姿を捉え る こ とが 出来 る と考 え

る。こ の よ うに 年齢 の関数で は な く， 様 々 な か たちで の ，

様々 な 水準で の大人 と の か か わ りを発 達の 指標 と し て考

慮 した 時 ， 年齢に と もな う変化 の な か に ， 年齢で は な い

別 の 指標 が 見え て くる は ずで あ る 。

　 す で に ，ヴ ィ ゴ ツ キ ー （IP70｝が高次精神機能の 発達 に

つ い て 述 べ る 中で 指摘 し て い るよ う に ， ま た 近年で は

Wertch 、　J．V ．ら 〔198e〕 が
， 子 ど も 自身が 自分 で 自分 の 行

為 を制 御 （self．reguLation ｝ す る 以 前 に 他 者 か ら の 制 御

　（other ・regulation ） を 受 け て い る こ と を問題解決場面 に お

い て し め して い るように ，発達を外 他 者 ）か らの 何 らか

の作用 を受 け変化 （学 習） し た そ の後の個体 内に お け る変

化 として捉 える こ とが 出来る 。

　 そ こ で ， 本稿 を ま と め る に あ た っ て ，対象 と な る ほ と
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ん ど の 子 ど もたち は学校教育を 受 けて い るの で ， 教師〔指

導者）か ら子 ど もへ の 働 きか けが あり，それ に 対 す る 直接

的な 子 ど もの 反応 の み な らず ， そ れ が 子 ど もの 自発的反

応 と し て現れ た部分 を も変数 と して 捉 え て い る研 究 の み

を と りあげ た 。 ま た教授 ・学習過程 の よ うに ， 教師 と児

童 ・生徒 との 直接的な関係か ら ばか りで は な く， 教師と

児童 ・生徒 とが 作 り出した共同体 と し て の 学校環 境 ， そ

の 中で 学習し た結果 と考 え られ る 子 ど も た ち の 変化 も と

りあげ た 。

2． 教授 ・学習過程 と思考 ・認知発達

〔1）算数 ・数学を教材 として

　 栗山・吉田
・
岡本 G994） は ， 「日本で は教師 と子 どもと

の 活発 な相互作用が 中心 と な っ て 授業 が 進行す る 」 の に

対 して ， 「ア メ リカ で は ， ど ち らか とい うと， ドリル 学習

中心 の 授業」 が 行 わ れ て い る こ と を利 用 し て
， 日本 と ア

メ リカ の 国際比較で はあるが ， 分数概念の 理解 を異 な る

教授法 に よ り比較 して い る。こ の 研 究で ，か れ ら は ， す

で に 日本 で 行わ れ た研究 〔吉 田 ・栗山 1991a，1991b）で 明ら

か に さ れ た分数の 大 き さ を比較す る 際 に 観 察 され た 2 っ

の 誤 りの タ イプが ア メ リカ の 子 どもた ち に も観察 される

か，また こ の様な教授法 に よ り学習 され た 分数 の 数概念

は す で に 学 習した整数概念に統合 され る か を問題 に し て

い る 。

　 さ きに吉田 ・
栗 山 〔199ユa，1991b）が行 っ た研究で は ， 分

数の 学習 は小 学 3 年生 か ら始まるが ，それ 以前 の 2年生

か ら 5年生 まで ， 各学年の 数 （整 数 ， 分 数）の 学習の前後

に ， 整数の 分解合成課題 ，分数 の 大小 関係 と計 算技能テ

ス トを行 い
， 2 年生か ら 5 年生 まで ， すべ て の テ ス トに

参加 した児童 ， 96名を対象 に そ の 結果 を分析 して い る （2

年 生 は分 数の 学習以 前な の で，整数 の 加減算 の み を 行い ， 3年生 の

事前テ ス トで も，分 数 の形 式 で は な く，整数 の 形式 で ，た とえ ば「1

つ の チ ョ コ レ ートを，2 人で 同 じ大 き さ に分 け る と き と，3人 で，

同 じ大 きさ つ つ 分 け る と きで は ，ど ち らの 方が 1人 分 は大 き くな る

で し ょ う」の よ う に 課題 が 与え られ て い る）。

　そ し て明 らか に さ れ た 誤 りの 2 つ の タ イ プ と は（i）異分

母 ， 異分子間の 大き さ の 比較 で あ っ て も， 分母が 大 き い

ほ ど，分数 の 大 きさは大 きい
， （ti｝分母を無視 して ， 分 子

が 小さ い ほ ど分 数 の 大 きさ は大 き い
， と い うもの であ る。

　また分数の概念が よ り発達 して い る 子 ど も た ち ほ ど ，

整数 で 正 しい 知識を持 っ て い る もの が 多 か っ たが ， そ の

子 ど もた ちが ，必 ず しも， 2 年生当時正 し い 整数概念を

形成 し て い た わ け で はな い こ とも指摘して い る （整 数の 合

成分解課題 で 誤 っ た方 略 を もっ て い た 〉。こ の 結果 は ま さ に 分

数 と い う新 しい 数 に 関す る学習 に よ り，数概念 が発達 し

た こ と を示 し て い る。

　 今年の 発表で は ， こ の よ うな事実が
， 異 な る教授法 に

よ り学習 が 行われ て い る ア メ リカ の 子 どもた ち に も観察

さ れ る か を問題 として 行わ れ た もの で あ る 。 そ の結果 ，

誤 りの 2 つ の タイ プ が ア メ リ カ の 子 ど もたち に も観察さ

れただ けで な く，各学年 と も， そ の割合が 高 い
。 ア メ リ

カ で は 分 数 の学習 は 4年生 か ら始 まる の で ， 日本の 5年

生 と ア メ リカ の 6年生 の成績 を比較 して み る と， 日本 の

5年生 はほ ぼ 8割が分数の大 き さ に つ い て 基本的に理解

して い る と い えるが ，ア メ リ カ の 6 年生 で は 5割で し か

な い
。 さ ら に ア メ リカ で は ドリル と い う手続的 な知識の

学習 を行 い
， 日本で は概念的知 識 の 理 解に 焦点をあ て た

授業に もか かわ らず ， 計算 とい う手続 的知識が中心の課

題 で も よ い 成績で あ る こ と を指摘し， ド リル とい う手続

の習得に焦点をあ て た授業で は新し い 概念 1分数）の 既有

知識 （整数） へ の統合は困難で あ る と述 べ て い る。

　 天岩（1994a）は珠算学習の算数課題 へ の 効 果を調 べ る た

め に，小学 3年生の 4 月か ら珠算塾 に 通 い 始 め た子 ど も

42名 と
， 珠算塾に 通 っ て い ない 子 ども44名に つ い て ， 小

学 3年 の 4 月か ら， 3 な い し 4 か 月毎に ， 7 回 ， 4年生

の 3 月 まで の 2年間に わ た っ て ，小学校 の学習内容に合

わ せ て 算数課題と 1桁加 算と 1桁乗算，そ して概算テ ス

トを 2 回目か ら 7 回 目まで 実施 した 。 概算テス トを除 い

た す べ て に お い て ， す べ て の 時期 に お い て 珠 算学習者の

方が よ v 成績 を示 した 。 そ こ で ， 次に 〔1994b）小学 3年生

か ら始め て， 5 年生 まで の 3 年間珠算塾 に 通 っ た子 ど も

37名を対象に小学校で は未習 の 概算の算出方略を調 べ た。

明 らか に され た こ と は ， 珠算学習者 は 珠算式暗算を 用 い

る こ と は少な く， 徐々 に減少す る もの の ， 4 年生 11月 ま

で は普通の 計算を 用 い る方略が
一

番多 い
。 そ し て 次第に ，

ま と ま りで 比較す る方略が増加 し， 5 年生 1／月以降は 最

も多 い 方略 となる 。 珠算の学習 は繰 り返 し に よ る速 さ へ

の 習熟 は あ るもの の ， 必 ず しも概算に 必 要な数構造の 理

解 へ と進 むわ けで は な い こ と を示 し て い る 。

　鹿毛 〔1993）は教師の評価 と学習者の 内発的動機づ け と

の関係を問題 に する中 で ， 学校の授業 と は 別 に ， 住民台

帳 か ら参加者を募 り，小学 5年生 158名を対象 に 分数 の概

念，分数 の 加減乗除 に つ い て ，指導案 を作成 し ， 8 時間

の 授業 げ リ授 業 と 7 日問 の 実験授 業 ） を行 っ た 。 実験 条件

は ， 評価基準 倒 達度評価条件，統制 条件）x 評価主体 （教師評

価 条件，9己 評価 条件 ） の 4条件 で あ る 。

　授業の 評価 を行 う事前事後テ ス ト以外 に
， 毎 回 の 実験

授業終了後 ，
15分間の小テ ス トが行われ，それ に つ い て ，

上 に 述 べ た 4条件に従 っ て ， 次 回 の実験授業 の 前 に 評価

さ れ た。さらに実験授業最終日 の 最後 に ， 質問紙に よ る

事後調査を実施 し， 内発的動機づ けや 学習 に 関連 す る諸

変数 が 測定さ れ た。そ の 結果 ， 到達度評価は，学習者の
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有能感 を高め る と同時に 内発的動機づ け を高め る こ と 。

自己評価と教師に よ る評価の ど ち らが有効か に つ い て は

明確な差と な っ て現れ て は い な い が ， 評価テ ス ト以外の

要因 伯 主プ リン トの 提 出 の 枚数 ）を検討す る と ， 自己評価が

教師評価に 比 して 内発的動機づ けを高めて い るの で はな

い か の 示唆 をえた が結論 づ ける まで に は 至 っ て い な い 。

そ こで 教師の 側 の 要因 を検討す る こ と に よ り， 教師評価

と児童 の 内発 的動機づ け と の関連を 明 ら か に し よ う と し

て い る 〈1994）。

　中野 ・安藤 ・前田 （1994） は中学 2 年生 の 双 生児 23組

46名 を対 象 に ，連立方程 式 の 文章題 の 解法過程で 現 れ る

つ まづ き の個人差 を指導者 と の相互 交渉過 程に お け る プ

ロ トコ ル の 分析に よ り ， 明 らか に しようと して い る。か

れ ら は数 学的能力 の 遺伝的影響 に 関 心 が あ り，双 生児 を

対象 に 行 っ て い るの で ある が ， こ こ で は こ の問題に つ い

て は触れ ず，問題解決場面 に お け る指導者 と生徒 と の相

互交渉に よ り ， 生徒は何を学習 し ， 何を発見 した か検討

し て み よ う 。

　生徒 と面接者 〔指導9 〕 は机 を挾ん で 対面す る 。 連立方

程式 に 関す る様々 な レ ベ ル の 問題 を 生徒が解 く過 程で ，

つ まずい た場合，そ の場そ の場 で，何が分か らな い の か

問い
， ど う考え れ ば い い の か の ヒ ン ト も含 め て ， 自力で

解答 で きる様 に 援助 し，問題 を与え て か ら， 解決 に 至 る

ま で の す べ て を V ．T ．R ．あ る い は テープ tr コ ーダーで 記

録す る 。 生徒に は 問題 を解 く時 に ， 頭 の 中で 考 え た こ と

をで きる だけ独 り言 の よ う に 口 に 出 し た り ， 書 く様 に 指

示 し た。

　 つ ま ず き の 主 な箇所は 「本来の 数量 関係 を 分析 し て 数

学的表現 に よっ て 統合す べ き命題 を物語 的 直訳 を お こ

な っ て 処理 す る」 こ と に よ っ て 生 ずる 。 つ ま り
“
多い

”

を＋ で あ らわす べ き か ，

一で あ ら わ す べ きか で 迷 っ た り ，

割合を数式 で 表現す る際の 混 乱 で あ っ た。

　 研 究 は始 まっ たば か りで，結果 の
一

部 し か報告 さ れ て

い な い の で ，生徒 が 文章題 の
“
連立 方程式を解 く

”
な か

で ， そ こ に述べ ら れ て る未知量 と既知量 の数量 関係の 立

式 と そ の 解法 の 手続 か ら ， 何 を発見 した か は 明確 に は述

べ られ て は い な い 。次 の 発 表を期待す る 。

　 図形 は麻 柄 （1994＞ と 光田 （1994＞が 平行 四 辺形 の 求積 と

関連し た テーマ で 取 り上げ て い る 。

　 麻柄 は 中学 2 年生 19名， 3 年生20名を対象 に 学校 で 既

習 の 平行 四辺形 の 性 質 を利用 した 証明 問題 で ， 長さ が 同

じ で あ る こ と を 示 す た め に
“
な ぜ ， 学校で 習 っ た 面倒 な

方法で 証明し な くて は な らな い の か
”

，

“
な ぜ

， 実測 で は

証 明 した こ と に な らな い の か
”

質問 し た。正 し い そ の 理

由を述 べ る こ との で きた生徒は 2 年生で 3 人 ， 3 年生で

3 人 し か い な い
。

　証明 と い う課題 で 問題 に して い る個別 と一般の 関係を

学校 の 授業で ， 正 しく理解 した 生徒は わ ずか だ っ た こ と

に な る。か れ らは，ただ，証 明方法の手続の み を学習し ，

期待 さ れ た 発達をし て い な い
。

　
“
測れ ば同 じ と分か る の だ か ら， 学校で証明した よ うな

方法 は し な く て も よ い
”

と答え る生徒は 日常生活 に お い

て ， 個別の具体的場面 の
“
長 さを測 る

”

実践 か ら，
‘‘
同 じ

”

を発見 し て い る の だ が ，そ の よ うな生活概念を科学的概

念 へ と変化 させ る学習 が 必要 と い う こ と だ 。

　光田 は コ ン ピ ュ
ータ を利用 し た 三 角形 と 台形 の 面積 の

求め 方の学習を中学 1 年生 2 名 ， 3年 生 ／7名 ， 大学生 27

名 を折半 し，一
方 の グル ープ に は（1）画面上 で 動 く絵を併

用 し た 線対称，点対称 に つ い て の説明文の 閲読 ， （2）点対

称 の 関係 に あ る 三 角形を組合わ せ て 平行 四 辺形 を作 り，

そ れ を対角線で 二 等分すれ ば三 角形 の 面積が得 られ る過

程 に つ い て の 説明文 の 閲読，｛3）点対称 の 関係 に ある 台形

を組合 わ せ て平行四辺形 を作 り， 2 等分す れ ば台形の 面

積 が 求 め ら れ る こ と に つ い て の 説明文 の 閲読 ，
こ こ まで

の学習の 後 ， タ ッ チパ ネ ル で 図形 の 選択反応 とそれ に 対

す る 確信度を求 め る 挿入質 問 を した。それ か ら続 い て （4）

人形 の 身長 とそれ に 見 合 っ た着衣 の 関係の類推課題 を 2

題 ，   点対称 ， 線対称 の 図形 の 選 択課題 を各 1題 ， （6）イ

メ ージ操作テ ス トを 14題提示 した 。

　 も う
一

方 の グ ル ープ に は 間 に
“

挿入質問
”

をい れ ず に

〔1＞か ら  ま で の 学習 を さ せ た 。 そ の結果 ， 年少者や 学業

不振 の 生徒は ， イ メ ージ に依存 し課題 を解 こ う とす る。

年長者は ， 求積構造 の 理解 だけ で な く，そ の 成果 の 類推，

転移 を行 っ て い た。同
一作業を行 い な が ら， こ の 様 な差

と な っ て 現 れ た 理 由は ど こ に ある の だ ろ うか 。 年少者や

学業不 振 の 生徒に と っ て 理解 が不 十分 で あ っ た。つ ま り

学習の レ ベ ル が年長者の もの とは異 な っ て い た とは言 え

ま い か 。

（2）生活概念か ら科学的概念の形成 へ

　関谷 は 玉990年以降 ， 小学生 ， 中学生 ， 高校生 を対 象 に

様々 な場面 （水中．地 ヒ， 空 中）に お ける様々 な状態 （静 止，

運 動 で 作用 し て い る力に つ い て，質問紙法 仇 と えば，挿

入 絵 を用 い て 「力 が か か っ て い る と思 う と こ ろ に x 印 をつ けな さ

い 」〉 や面接法 に よ り ， 児童 ・生徒 の もつ 力概念 を調 べ て

い くな か で ， 9 ・10歳 頃 の 子 どもたちが 自分 の身体か ら

の 類推 に よ る力概念を形成 して い る と思 われ る事例 に 出

会 っ た こ とか ら 「形状が相似す る 人体 ・物体 に つ い て の

反応 の 比較 か ら， 何 に よっ て 類推，更 に は推論が 行われ

るか ， そ の 基礎 は何か を明 らか に す る」た め の研究 を行 っ

た 〔1994）。 こ の 研究は ， 教室 で の 教師に よ る学習場面 で
“
子

ど もが 得た も の
”

で は な い
。 しか しなが ら日常生 活場面

で 子 ども自身 が 観 察 した こ と，直接，体験 し た こ と の 結

一 45 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

果 で あ る こ とは明 らか な の で ，
こ こで と りあげ る こ と に

す る。

　関谷 は 9 歳〜12歳 の 子 ども279名に入体 ， 人体を含む構

造物，簡単な構造物，複雑 な構造物 の 4形体 8課題 の絵

a 形 ；ぶ ら下が る入 と 吊 り下 げ られ た 電 灯，F 形 ；亜 鈴 を持っ 人

と信 号 機，T 形 ；シ ー
ソ
ー

と天 秤，　 H 形 ；ぶ らん こ と釣橋） を示

し ， 「
一

番大き な力が か か っ て い る と思う と こ ろ に × 印 を

つ けなさ い 」の 課題 を与 えた 〔調査 D 。 さら に ， 12歳児21

名 に 個別 の 面接 に よ り，調 査 1 と 同
一

課題 の 問題 文 を読

ませ た 後 ，

一
題つ つ 記入 さ せ ，説明 を求 め た（調査 2）。こ

の 2 つ の 調査 か ら ， 次の結果 を得て い る 。

　同形 の 人体 ・物体 へ の 両 反応間 に部位 の対応 が観察さ

れ た割合は11・12歳 児 で あ っ て も，1形 で 50％以 下 ， r 形

で は 3  ％前後 と そ れ ほ ど高い 数値 で は な い 。力 の 意味 は

形状に か か わ らず ， 人体で は主と し て 「落 と さ な い 力」，

物体 で は 「支 える力」で あ り， 部位の対応の 上 に意味 ま

で 同
一

の 者は，1形 で 8／ 15， F 形 で は 1 名しか い な か っ

た 。 ま た，人体 と物体 の 構造力学的共通性が あ る場合 に

は （構造 物の 基底 部 が人体 で は 触 ・圧 感覚 で 知覚 で き る 足元 に あ た

り，構這物 の 歪 み の 大 き い 接 合部 は 筋 ・力 の 働 く肩 に あた る な ど）

類推 は力学的 で あ る と言え る が ， 形状に よ っ て は筋力的

概念 に よ る と思わ れ る もの もあ り，必 ずし も力概念が 他

の概念 と 明瞭 に 区別 さ れ て い るわ け で は な か っ た。

　科学 的概念 と日常経験 に 基づ い て 生成さ れ た直観的知

識 性 活概 念 と呼 ん で もい い だ ろ う）との 関係 を問題 に した も

の と し て ， 中島 （1994） と青木 （1994）の 研 究が あ る。中島

は
“
地面 は 平 らで あ る

”
の 日常生活経験 に 矛盾す る

“
地

球 は丸 い
”

と い う科学的概念 （文化情報） が提示 され た時 ，

文化情報を受 け入 れ て い るが ，それ を直観的知識 と関連

づけ て い な い
， ある い は文化情報を歪め て 直観に 同化 さ

せ て い る低学年児童 に形の 矛盾 と引力の 矛盾に関す る直

観の再解釈 の 仕方を教 え，事後 テ ス トに よ り訓練 の 効果

を検討 し た 。 1年生で は引力 の 矛盾 伎 え られ な い もの は落

ち るが ，地球 の 反対側 に も人間 が い る〕 の 訓練効果は明 ら か で

は なか っ た と報告して い る 。 情報を与え た だ けで は ， こ

の よ うな 2 つ の もの の 関係づ けは困難 で あ る こ とを示 し

て い る 。 しか し ， こ と ばに よ る情 報 だ けで な く，情 報 の

与 えか た に よ っ て は可能に な る の で は な い の か。た と え

ば，画用紙 と磁石 を用 い て 画用 紙 の 下 に あ る もの も落ち

な い と い っ た 実験 を試み た ら ど うな るで あ ろ うか 。

　青木は 人 々 が体験す る重さ の 概念は筋感覚 を通 して 形

成 され る不可視量 の ため ， 科学上 の 重 さ の概念 と に ズ レ

が 生 ま れ る。た と え ば
“

重 い 荷物
”

を持 つ 時， 下げ て持

っ よ り も ， 抱え て持 っ た方が持ち や す い と い っ た と こ ろ

か ら 厂下の 方に か た ま っ て い る重 りは，そ うでな い 重 り

よ りも重 くなる」 と考え る 直観的で素朴な理論を小 中学

生が も っ て い る こ と， また ， こ の素朴な 理論 と一致 した ，

しか し物理学的 に は誤 っ た現象を提示 す る と，科学的 に

は正 しくな い に もか か わ らず ， 何の疑 い も持た な い こ と，

科学的に 正 し い 理論 と そ うで な い 素朴な 理 論の 両 方を提

示す る と ， 科学理論 よ りも素朴理論 の 影響 を受 けて判断

を変 え る者が多い こ と を観察 し た 情 木 1993）。 そ こ で次

に 実験 の 結果を示 す前に ， そ れ を予測す る他者の 意見 を

評価す る と い うか た ち で ， 小学 4 年生 か ら中学 2 年生 ま

で を対象に，彼等 の 持 つ 重 さの 概念 を把握 し よ う と し た

（1994）。 他者の意見 に は 科学的 に 正 し い 意見 ，
　
− fi正 し そ

うに 見 え る素朴な意見の 5 つ か ら構成 さ れ て い る。 そ の

結果，全般的に ，素朴理論 に
一

致 す る 意見が評価 さ れ
，

一
致し な い 意見 は 否定的 に 評価 され ， 科学的理 論が 受け

入 れ ら れ て い な い こ とが 確認 さ れ た。

　 こ の 研究 は実験結果が示 され た後の 子 ど もたち の 反応

は問題 に して い な い 。素朴理論が受 け 入 れ られ や す い こ

と を報告 し て い るだ け で ある。 そし て ， 大学生 を対象に

行 っ た研究 情 木 199 ］）で も， 大 学生 の多 くが課題 に 正 答

す るもの の ， 間違え る者もい る こ と を報告 して い る 。
い

か に 科学的概念 （科学 理論） が受 け 入 れ に くい か と い う こ

と を示 して い る。 こ の 理由に つ い て は後に ま とめ て 考え

て み よ う 。

　作間 は
一

般的に は ， 矛盾す る事実を示す こ と に よ っ て ，

子 ど もの 間違 っ た概念を変 え る こ と が 出来る と考 え られ

て い る が ， 子 ど もの 眼前で 示す実験 事実 その もの を受け

入 れ な い こ とが あ る こ と を指摘 し て い る。た と えば ， 水

に 溶 か した塩 は 無 くな る と い う考え方を し て い る子 ど も

に ，重 さ を調 べ る実験 に よっ て 反証 で き る と考 え ら れ る

が ， 実際に は重さ の加法性 の 理 解が 不十分 なた め に ， 実

験 事実 そ の もの を認 め な い と い う 。

　 したが っ て ， 作間 は 重 さ の加法性に 関す る学習 が溶質

保存 の 理解 を促す と考 え，重 さ の 加法性 の 授業 を小 学 4

年 生 を対象に行 っ た （1994〕。 そ れ は次 に 示 す 5 つ の部分 か

ら構成 され て い る 。 （1）事前調査 ；溶質の保存 と重 さの 加

法性 の テ ス ト．（2厘 さの 加法性の学習（  の が 出 て い っ た り

入 っ た りしな け れ ば，重 さは か わ ら な い
”
とい うル ール の 学習 ）．（3）

中 間調査．（4）溶か した塩の 重 さ の保存問題 の 学習．（5｝事

後調査．

　事前 ， 中間 ， 事後調査 の 各期 の 子 ども の反応を比較す

ると中間期 で は 重 さ の 保存テ ス トの 結果 は事前調査 に 比

して ， 大 きく変化 して い る が 溶け た 塩 の 保存テ ス トで の

変化は 顕著 で は な い 。事後調査 で 溶質の保存を 示 す子 ど

もの数の増加が 著しい こ とか ら， 加法性の ル ール の 学習

が促進的 に 働 い て い る との べ て い る 。

　藤村は小学生 の内包量 の 理 解を促す た め に ， 内包量 に

関す る教科内容は未学習 の 4年生 を対象に ， （1）混 み 具合
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モ デ ル 操作 と  数的操作 と の 2 つ の 授業モ デ ル を作成し ，

そ の 効 果 を比較し て い る （1994）。

　混 み具合 モ デル 操作 に よる授業 と は
“
電車の混み具合

”

と い う こ と ば で 語 ら れ る よ うに ，一定の 容積の 中に 当該

の もの が ど れ だ け含 ま れ て い る か を理解 させ る た め に ，

そ の 混 み 具合 を操 作 さ せ る や り方で あ る 。
こ こ で は

ジ ュ
ース の濃度の 比較の た めの 操 作 を行わ せ るた め に ，

水の 入 っ た 2 つ の コ ッ プ を図示 し
， 濃縮 ジ ュ

ー
ス の カ ッ

プ を意味す るマ グネ ッ トを数個用意 し ， 描か れ た カ ッ プ

の 中 の 水 の 上 に マ グネ ッ トを配置さ せ る こ と に よ り ， 空

間的な混 み 具合を手が か りに ， 濃度 を理解 させ よ うとす

る 。

　数 的操作 に よる授業 と は 単位あ た りの 量 を算出す る た

め に ，比較場 面 の 絵 カ ード を示 し ， 水 1d ］あ た りの 濃縮

ジ ュ
ー

ス の カ ッ プ の 数を算出 さ せ
， 数 の 大小 を手 が か り

に濃度 を理 解さ せ よ う と す る 。

　事 前 ， 事後 テ ス トの 結 果 か ら判断す る と，混み 具合モ

デ ル の 操作 は数的操作 以上 に 内包量理解の促進に有効で

あ っ た 。そ の 理 由は混み 具合操作を行 う こ と に よ り，単

位 当りに つ い て の関係表象が図的 イ メ ージ を と もな っ た

もの として 精緻化 され ， 比較 の 際 に ，内包量の 大小を判

断す る 有力 な手 が か りに な っ た と考 え る 。

一
方 ， 数的操

作は そ れ だ け で は 内包量 を判断する十分 な根拠 と は な ら

な か っ た た め で あ る と述 べ て い る。

　 こ の ような課題 の 理解を困難に し て い る 理 由は ど こ に

あ るの か と考 えて み た時 ， 保存課題の 通過率 は年齢 に 依

存す る も の で は な く， そ こ で 問題 に され て い る測度 は何

か を明確 に す る こ と ， それ を他 の 測度 か ら分離す る た め

の 外的手段 を与え る こ と，さ らに 大 き さ を判断す る た め

の 手段 ・道具 を与 え る こ と に よ り ，
ピ ア ジ ェ が 示 し た 年

齢 の 子 ど もた ち よ りも低 い 年齢 の 子 どもで も保 存課題が

可能に な る こ と を しめ した オ ブ コS　一ワ （1976 ｝の研究を 思

い 出す。

　 われ わ れ が生活 して い る場の 中で ， 様 々 な もの が 変化

する 。 その変化が単独 で 生 じる こ ともあれば ， た また ま

他 の 変化 を伴 う こ と もあ る。目に 見 え る変化 も あ れ ば ，

見 えな い 変化 もある。こ の よ うな生 活の 場 で 子 どもた ち

に と っ て ， 何が見や す い 変化で あ り， 何 が 見 に くい 変化

で あ る か とい う こ とが問題 に な る。た と えば ， 大豆 や胡

麻を測 る 時 ， 人 々 は重 さ とい う 測度 を 用 い る こ と もあ れ

ば，嵩で測 る こ と もあ る 。 大 豆 100g と胡麻 1 g を合わ せ

る と重 さ は 11Ggに な る 。 しか しな が ら，嵩 で 測 れ ば ，加

法性は成立 しな い 。大豆 1 リ ッ トル に胡麻 1 デ シ リ ッ ト

ル を 加 え て も 1 リ ッ トル 以 上 に は な ら な い 。大豆 の 粒子

は大 き く ， 胡麻の粒子 は 小 さ い の で ，大豆 に 胡麻 を混 ぜ

れ ば ， 胡麻は大豆 の粒子 の 間に 入 り込 み
， 重 さ は増 え て

も， 嵩は増 えな い。大豆 と胡麻 の量を変 え て ， 胡麻 1 リッ

トル に 大豆 1 デ シ リ ッ トル を加 え れ ば ， 目方 も増 えるし ，

嵩 も増 す。両方 の 測度 に 加法性が成立す る 。
い ま問題 に

な っ て い る 測度は重さ な の か ， 嵩な の か ， 長 さな の か ，

密度な の か 明瞭に 区別で き な けれ ば問題 の解決 はで きな

い 。測度を 区別す る た め の 外 的 な客観 的な指標が 必要だ 。

　し か し なが ら青木 （1994）も関谷 （1994） も指摘し ， 問題

に し て い る よ うに ，重 さ の 概念形成に は ， 人 が物 を持 っ

た時 に 感 じる重 さ 飭 感 覚 を通 して 形 成 さ れ る）が重要な役割

をして い る。そ れ で い て ， こ の 生活 の 場 で 形成 した
“

重

さ
”

は ， 科学的概念と は異な る側面 を持 っ て い る と同時

に 共通 す る 部分 もあ る の で ，小学生 で は ， す べ て を自分

の 具体的体験 に 引 き寄 せ て考 え て し ま う とい う こ とが 言

える だ ろ う。日常 の 生活で は無重 力状 態 を体験 で き な い 。

わ れ わ れ の 生活の 場 を離れ て ， われわれ の 体験 と は 異な

る ， わ れ わ れ の 存在 とは別 の 世 界で の 出来事を何 を手が

か り に 子 どもた ち に 伝 える こ と が で き る か と い う こ とに

な らな い か 。

　 し た が っ て 子 どもた ち の 持 っ て い る生活概念 を科学的

概念に 変え る た め に ， 教室で 何 をすれば い い の か ， どう

す れ ば新し い 側面 （異 な る瀏度 〉に 気づ か せ る こ とが で きる

か と い う こ と に な ろ う 。 「そ れ を試み て も無駄だ よ，子 ど

も は事実そ の もの を受 け入 れな い の だ か ら」 と い う声が

聞こ え て来 る よ うな気 もす る。し か し もう
一

度 ， 試み て

もらい た い 。科 学者は 出来た の だか ら 。 子 どもだ か ら不

可能 だ で は な い
。 科学者が 可能 なの は，それな りの 手段

を持 っ て い た か ら と考 えて み て もい い の で は な い か ， そ

れ を 子 ども に与えれ ば，子 ど も も可能だ 。 これ は教 育 の

現代化運 動 の 思想で は な か っ た の か D 教育の 現代化 運動

は い つ の 間 に か 消え て し ま っ た。解決 した と い うの だ ろ

うか 。 教育心理学会 で報告され る研究を見 る限 りうな ず

け な い 。

　 溶解の 問題 に し て も子 ど も た ち は
“
水 に 塩が溶 け て し

ま っ た
”

と い う場面で ， 目の前に 塩 の か たま りが な い ，
“

消え た
”

と い う こ とと
」6
無 くな っ た

”
こ と （そ こ に 存在 し

な い こ と ）を混 同 し て は い な い だ ろ うか 。 目の前 に塩 が な

い こ と と ， 塩そ の も の が存在 しな い こ ととを区別 す るた

め に ，ど の よ う な 指示 を し た の だ ろ うか 。見 え な い ＝ な

くな っ た と答 えた子 どもは ， 物 の 永続性 と同様 に ，
い ま

見 えな い こ と は，存在 し な い こ とで はな い とい う こ とを

理解で き な い の だ ろ うか 。

　 「水 と塩 と が 別 々 に 存 在 し た時 に は，水 は塩か ら くな

い
。 水 に 塩 を入れ た後 で ，水 は塩か ら くな っ た 。 」と い う

事 実も子 ど も は受け 入 れ な い だ ろ う か。味噌汁 は飲 んだ

こ とが あ る だ ろ うか ら ， そ ん な こ と はな い だ ろう。だ と

す れ ば ， 水 が塩 か らくな っ た わ けを問うこ と で 塩は見え
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な くな っ ただけで ， 消えて無 くな っ た わ け で は な い こ と

を理解す るの で はな い か 。 そ うし た 時に，溶解の意味を

発見す る の で は ない の か 。

　 子 ど も の発達を研 究す る際 に ，
い ま子 ども は何が で き

る か ， ど の よ う な 状 態 に あ るの か とい う こ と に ， 研究者

の関心 は集中しが ち で ある 。 せ い ぜ い 次 に ど う変わ る だ

ろ うか と い うぐらい だ 。

　 子 ど もは何 が で きる か だ け で は な く，何に 注 目して い

る か を 問題 に す べ きだ。そ うで な け れ ば ， 教え た （学習 さ

せ た ）つ も り で も ， 子 ど もは 学習 して い ない
。 トン チ ン カ

ン な方 向を向 い て い た わ け だ し ， 何も 分 か っ て な い と い

う こ と に なる。あ るい は手続の み 学習し，テ ス トが 済め

ば忘 れ ち ゃ っ た と い う こ と に な る 。 子 ど も の な か に は何

の 変化も生 じな い
。 学習 は テ ス トの ためだ けに存在す る

こ と に な る。

（3〕生 き物 一動物 である こ との授業一

　 荒井 ・工 藤 ・白井 ・宇野 （1994） は 生物を 上位概念 と し

植物 と対立 す る概念で あ る動物の概念を小学 5年生 の授

業 として 展 開す る た め に ， ど の よ う な 内容 を どの よ うに

伝 えれ ばい い の か検討 した結果，
“

動物の か たち と くら

し
”

の 理 解を 広 げ る 教材配列 の 構成が 重要で ある と考え

た 。

　授業は f水 の中の い き もの 」 と い う題 の ビ デオ視聴 を

さ せ ， 植物 と動物 の 境界的事例 と し て， ミ ジ ン コ ，ゾウ

リム シ
， ア メーバ の 運動 ， 摂食 ・排泄が動物固有の 「く

らしぶ り」で あ る こ と を ， 水中で 生活 して い る動物で は

な い 生 き物，植物 で あ る ア オ ミ ド ロ
， ミカ ヅ キ モ ， ツ ヅ

ミモ と対比 され，動物 と植物の 中間的存在 と し て ミ ド リ

ム シ が 示 さ れ る 。

　 ビ デ オ視聴後 ，
ビ デ オ の 内容 の 確認，補 足 の た め に話

し合い を行 い ，運動 ， 摂食 ， 排泄 の た め の 器官 ， 形態 を

特定さ せ ， 「適切属性 の 相互関運性」を理解さ せ る。

　 っ ぎに述 べ る 6 問 か ら なる事前 ， 事後テ ス トの 結果 ，

事後 テ ス トに劇的な変化は 見 ら れな か っ た もの の ， 全 体

的に ，不適切 属性 を排除 し ， 適切属性を手 が か りに す る

傾向が 高 ま っ た こ と か ら，概 念 を構成す る諸属性聞の法

則の先行が 有効で あ る と の 示唆 を得 た と述 べ て い る 。
つ

ま り， 動物で あ る か否か を判断す る た め の 正 しい 手 が か

り （適性属 性） をまず示 し，そ の 基 準に従 い
， 分類 し，考

察す る こ との 有効性 を示 して い る。

　事前， 事後 テ ス トの 問題 は以下 の もの で あ る 。

　｛1）　
“
あ る生 き物が動物で あ る

”

と す れ ば ， そ の よ うに

判断す る根拠，  生 き物 は 「食 べ る」な ら ば ， そ の 「生

き物」の
“
か た ち

”
と

“
くらしぶ り

”
に つ い て の 予想 ，

（3）個 々 の 生 き物 に つ い て，動物 か 否 か の 判断 ， （4）その よ

うに 判断 した根拠 ， （5膕 々 の 生 き物 に っ い て ， それ らの

　
“
か た ち

”
と

“
くらし

”
に 関 して ， 予想 さ せ る ， （6噺 し

い 生 き物 を見つ けた時，それ を動物で ある と判断する に

は ，

“
か た ち

”
や

“
くらし

”

に つ い て 何に着目し た ら い い

か ，自由記述 を求 め る 。

　 こ れ は教授過程の 研究 と し て行われ たもの で あ り， 事

後テ ス トに お い て も ， 学習の成果 は，知識 レ ベ ル で 語ら

れ て い るが ， こ の 授 業を通 して ， 子 ど もた ち の 行 動 に ど

んな変化が現れ た の か，何 を発見 した の か ， つ ぎ に 何を

しよう と し た か ，

“
そ の後の 子 ど もた ち

”
を知 りたい と思

う。それ こ そが発達研究で は な い の か。

（4｝自分の か らだ　一 性教育一

　 川瀬 ・森 〔1993．1994a ，1994b＞ は 小学 5年生 の 5 月 に 養

護教諭 に よる ビ デオ と講義 に よ る 1 時限 の 性教育の授業

に つ い て ，そ の 内容 で あ る 生物学的相違 に 基 づ く性の 理

解 と受容 ， 定着 に つ い て ，
つ ぎに述べ る 2 つ の時期 で問

題 に した 。 （1wa業が 行わ れた翌 日，質 問紙 に よ り ，

“
前日

学 んだ二 次性徴に お ける男女 の 身体 的変化に つ い て覚え

て い る こ とを男女 そ れ ぞ れ に つ い て 記述
”

させ た 。   22

か 月後の小学 6 年生 の 2 月 に ， （a ）二 次性徴の 発現 の 状況

の 認知 と そ の 事実に 対す る気持 ち を記述 さ せ る と と も に
，

（b）5 年生時の 二 次性徴に関す る保健 の 授 業で 印象に残 っ

て い る こ と， 5 年生 の 保健の授業以 降 に 得た二 次性徴に

関す る情報 と そ の 情報 源 に つ い て記述 さ せ た 。

（1授 業内容 の 理解

　授業の 翌 日， 児童が 記述 し た内容 は授業内容 に そ っ て，

男性 9 ，女性10の 下位 カ テ ゴ リーを設定 し分類 した 。 そ

の結果 ， 自分 と 同性 の 二 次性徴 の 記述 が 有意に多か っ た。

異性 の性徴に関す る記述は男子 よ りも女 子 の 方 が 多 い
。

記述され た内容 で は男女 と も ， 同性 に つ い て も異性に つ

い て も， 声変わ り，体 格の 変化 ， 発毛 （女子 自身 に よ る記 述

で は 6 位） が 上位で あ っ た。

  一
（a ）22か 月後の 認知 と受容

　 22か 月後 の 記述 で も， 上位 3項 目は声変わ り，発毛 ，

体格の 変化 と直後 の 記述 と同 じで あ っ た 。 内容 に よ っ て

は記述が躊躇 さ れ た こ と も推 察 され る の で ， 記述さ れ な

か っ た か ら，関心 がな か っ た ， 印象に 残 らな か っ た と は

必 ずし も言 えな い と述 べ て い る 。 そ の通 りだ ろう。 性 教

育の効果 侑 効性 ）を ど の よ うな指標 で 捉 え る こ とが 出来

る の だ ろ うか
。

　受容 に つ い て は ， どの変化も男子 は肯定的 に ，女 子 は

否定的 に 捉える傾 向が 強 か っ た 。

｛2｝一〔b）22か 月後 の 理解 と情報

　二 次性徴の 発現 に よ る身体変化 に つ い て は ， 男子 は 自

性の 変化の 記述をした もの は 8 割近 くい る が 他性 （異 性）

の変化を記述 したもの は 3 割程度しか い な い 。 女子 は 自

性 の 変化 を記述 した もの は 8 割以上，他性 の 変化 を 記述
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した もの も 7割以上 い る。 男子 の他性の 変化 に つ い て の

理解度が低 い こ とを示 して い る 。

　変化に関す る情報源 は ， 男子 ， 女子 ともに ， 自性他性

とも に 学校が 最 も多い 。授 業後 に 得 た情報 は 母や他 の 家

族か らの もの が ほ と ん どで ，量 は少 な い 。学校で 与 え ら

れ る情報の重要性が 示唆 さ れ た と述べ て い る u

　ほ ぼ 2年の問に ， 自分 自身の 身体の変化 も ， 友達の身

体 の変化 も観察 し た だ ろ う。そ し て 知識 もえた。
“

こ こ ろ
”

は ど の よ うな変化 をした の だろ うか。性 の 発達 の 指標 は

ど こ に 置 くべ き な の だ ろ うか 。

　10年後に こ の 子 ど も た ち は相手の性を尊重 し ， 人格諸

共受 け 入 れ る よ うな青年 に 成長 して くれ る だ ろ うか 。性

教育，人格 の 発達研究 の 難 しさを乗 り越 えた研 究 を期待

す る。

3， 子 ど もの 社会化 　一国語 の 授業一

（1）教科書の 中の 子 どもの 理 想像

　塘 ら 〔1994） は 厂教科書 の 作品 は各文化 の 子 ど も の 社会

化に対す る大人 や社会一般 の 理想像を反映 し て い る と考

え られ 」， な か で も 国語の 教科書に は 子 ど も の 動機や 要求

を阻止 す る外的条件の特色 と そ れ に対す る 主人公 の対処

行動 が
， 他 の 教科書 よ りも教育関係者が 理 想像 と す る 姿

が反映さ れ や す い と考え ， 日本 と イ ギ リス の 小学校 1 年

生 に相当す る 国語の リーデ ィ ン グ の 教科書の 作品 を比較

す る こ とに よ り， 子 ど もの社会化 の 1 つ で あ る 対処行動

に つ い て 分析 し た 。

　主 人 公 の 動機や 要求を阻止 す る外的条件 を池者 （人 問又

は生 物 の 直 接 的な 言 動）と状況 伯 然 災害，偶然 性．他者 の 間 接的

な 言動）に 分類 し，日本 とイギ リス の 作 品 に お けるそ の 頻

度を 比 較 し て み る と，明 ら か な 差 が み ら れ た 。日本 で は

状況が ， イギ リス で は人間や動物な ど の 他者の直接的な

言動 が主人公 の 動機 や 要求 の継続 を 阻止条件 と し て 登場

した 。

　さ ら に 阻止 条件 と し て の 状況 の 内容 を 分析す る と ， 日

本で は ， 病気 ， 自然現象 ， 偶然性な どの 客観的条件が少

な く，阻止す る 原因 と な る対 象自体 に は ，そ の つ も りは

な い の に 結果的 に そ うな っ た が 多 く， しか も主人公 は そ

れ に対 し肯定的感情を抱 く。 「つ ま り他者の 『悪気 な く』

rしか たな くそ うな っ て しま っ た亅とい う条件 を主人公 に

対峙さ せ る こ と に よ っ て ，直接的な対立を避け る傾向が

日本の 教科書に多 く認 め ら れ た。」

　 こ の 研究は教科書 の 分析で あ っ て ， 直接子 ど も に 働き

か け る 大人 とそれ に対す る子 ど もの 反応を捉 えた もの で

は な い 。し か し なが ら， こ こ に 示 さ れ て い る 対処行 動 は ，

日本人 の 大人 が 示 す行動 と し て ， しばし ば指摘 さ れ て い

る
“
そ の 気は な か っ た が ， 状況 か ら ， そ う せ ざ る を得な

か っ た
”

と人 を納得さ せ よう とす る責任回避行動そ の も

の で は な い か 。

　 こ の ような教科書で学習した結果 として の 子 どもたち

の 行動 を．
い つ （1年後 か，10年 後か ，20年後 か ），どの様 な指

標 で ，どの よ うに す れば明 らか に す る こ とが 出来 る だ ろ

うか。

｛2）nj室 に お ける教師 と子 どもたち との
“
や りとり

”

　さ て ， 上 に 述 べ たよ うな内容の 教科書 で 子 ど もた ち は

どの よう に 学習 を進 め て い るの で あ ろ うか。上村 ・田島

（1994）は東 京 と ボ ス ト ン の 小学 5年生 の 国語 の 授業 に お

け る教師 と子 ど もた ち の や り と D を比較 し， 「そ れ ぞれ の

文化 の 教室 に お け る，子 ど もの 認識形成 の あ り方 を推測」

しよう として い る。

　 ま ず，「授 業 の 中 で 展 開 さ れ た 相 互 交渉 の 発話行動 お よ

び非言語行動に関す る トラ ン ス ク リプ トが お こ さ れ 」， そ

の 上 で ， 教師 に関 し て は 10の カ テ ゴ リー （自己 プ ラ ン 表 明，

新 プ ラ ン 表 明，1接 的 正 の評 価，間接的正 の 評価 ， 直接的負の 評価，

間 接 的 負 の 評 価，直 接 的 修 正．間接 的 修 正，既有 知 識 の 確 認，促

進 ）、 子 ど も に関 し て は 6 の カ テ ゴ リー伯 己 プ ラ ン 表明，新

プ ラ ン 表明，既有知 識 の 確 認，生徒間 プ ラ ン 表 明，生徒 間評 価／ 修

正 ）を抽出し ， それぞれ の 教室 の社会 的相互交渉過程 を分

析 し た。そ こ で 明 ら か に さ れ た こ と は
，

ボ ス ト ン ケ ー
ス

で は教師 は比較的明確な授業計画を持ち ， 子 ど もの活動

内容や そ の 方法 に具体的指示 を与 え ， 子 どもの 意見表明

に 対 して 言語 的 ・直接 的 に 評価 を与 え，具体 的 に 修正 内

容 を提示 し た。東京 ケ ー
ス で は 「準備 し た プ ラ ン に と ら

わ れ ずに授業 を展開し」， 子 ど も の意見表明に対 し ， 「教

師が 直接的 な 評価／ 修正 をす る こ と は ほ と ん どな く，生

徒 たち に 同調 をも とめ た り，教師の意図 をよみ と らせ ，

自己 修正 を うな が す な ど，間接的 な働 き か け が 多い 」。

　子 ど も の側の 行動で は プ ラ ン表明の 頻度が ， ボ ス ト ン

ケ ース で多 く観察 さ れ た。東京 ケ ース で は 生徒間 の プ ラ

ン 表明 や生徒 間評価 ／修正 の 頻度が ポ ス トン ケ
ー

ス に 比

し て多 い 。 教師の 立 場 が 強調 さ れ ずに ク ラ ス 全体が
一

体

感を持 っ て相互交渉が展開さ れ る とい う特徴が み られた 。

　塘 らの 研究 と上 村 らの 研究 の 両 方を合わ せ た研究が あ

る と面 白い 。

4． 学校 とは何だ ろう

（1＞学校外教育 の 学校教育へ の 影響

　鋤柄・後藤 （1994）は 500余名の 大 学生 を対象に 回顧 法 で

中学
・高校時代 の

“
学校で 経 験す る 行動 に 関す る 56項

目
”

．

“
「能力や努力」に 関す る 27項目

”
に つ い て ， 5 段階

評定 さ せ ，学校 外教育 〔音楽 ，ス ポーツ ， 学 習塾 ・予 備 校，算

盤・習字 の 4分 類 ， 開始 時及 び継続 年数）と の関係を求め た 。 小

学校卒業ま で に は ， ほ と ん ど の 子 ど もが 何 ら か の 学校外
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教育の体験 をもち ， 高校卒業 ま で に ， ま っ た く体験 し な

い ケー
ス は特異 な例で あ り， し か も男子 の 文化 ・芸術 に

対す る関心 ， 女子 の ス ポーツ へ の関心は学校外教育 と の

相 関が 高 い 。学校教育 の 普及 の 結果 ， 学校教 育 は 子 ど も

たち に 母語 の 如 く作刷 して い る の で あろ うか 。学校 教育

を前提 と し て，さ ら に 高 い 水準 の 教育を子 ど もた ち に 親

は与え よ う と し て い る の で あろうか 。

  学校空間 を考え る

　
“

「学校空 間」を考 える
”
。 こ れは発達心理学会第 5 回大

会 〔1994 ） ミニ シ ン ポ ジ ュ ウ ム の テーマ の 1 つ で あ る。こ

の シ ン ポ ジ ュ ウ ム の企画者で ある石黒を除き ， 他の シ ン

ポ ジ ス ト は皆非会員 （地 理 学，建 築家，教 育社会 学）と い う構

成 で 行 われた もの で あ る。こ こ で 話題 とされ た こ と は
“
空

間
”

の 問題 ば か りで な く，
“
内容

”
の 問題 と し て も， 学校

外教育の 問題 と もあわ せ て考察すべ き こ と と考え る 。

　四角 い 枠 （壁 ）と そ の 中に 少 し大 き な 四 角 ｛黒板 ） と小 さ

な 四角 て机）が村に 出来た頃 ，
つ ま り学校教育が始 ま っ た

ば か りの 頃 ， 学校 は 子 ど もの 生活 の
一

部 ， 限 られ た部分

で し か な か っ た 。 そ れ が 今で は ， 子 ど もの す べ て を支配

す る場 と な っ て い る 。 こ こ に今日 の 子 ど も の問題が潜ん

で い ると言 い た い 。
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