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を意識化 し改善す る ， な どが あげられ る。

　「考え方学習」の 方法 と具体的内容　子 ど もた ち は
， 考

え る行為を観察 し， 考 え る 方法 を工 夫 し， ま た ， 考え る

こ と を楽 し む こ と を 通 し て 学 習 を進 め て い く。教材 の

ワ
ー

クシ
ー

トの サ ン プル を も と に 小学校高学年を対象 と

した 授業内容を説明。

　効果の測定　プ リ ・ポ ス ト・デザイ ン に より教育効果

を測定。指標 と して ， メ タ認知的知識，認知 へ の 関心度，

事実 ・意見 ・推理 の 判別テ ス トな ど が 用 い られた。

　まとめ ： 「考え方学習」の 今後　現場 の ニ ーズ と実 現

の 可能性に応じて教材の開発 ・改善を進め て い く必要 が

ある。また ， あ くまで も学習者で あ る 子 ど もた ち が楽 し

め る範囲 で 実施 す る こ とが大事で あ り， 義務化や評価対

象 とす る方向は考 え て い な い 。

　 心理学者が発信す る子 どもたちへ の メ ッ セ ージ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　寿夫

　 3つ の 関連研究　心理学教育に 関連す る研究 と して ，

話題提供 者 らは こ れ まで に次の 3 っ の実践研究を行 っ て

き た。  高校生 を対象 とした柔軟 な対人情報処理 を促す

た め の 授業，   小学生を対 象 と した柔軟 な対人情報処理

を促すた め の 授業 ，   小学生を対象と し た 自己否定的な

認知様式 を改善す るた め の 授業 。
い ず れ の研究で も期待

さ れ る方向へ の変化を確認して い る。

　研究 （授業実践）の基本姿勢　  心理学 の 知 見や考え

方を教 え る こ と を通 して ，

一
定 の 唱道方向を持 っ た メ ッ

セ ージ を伝え る 。   人 間関係 に 関連 した認知的問題を扱

う 。   問題 を もつ 子 ど もへ の 治療的介入 で はな く， 子 ど

も全般 の レ ベ ル ア ッ プ を目指 した 学級単位で の 介入 を行

う。   「考えた 結果」 で はな く 「考え方」を重視す る。

  「柔軟 な 思考」は意識的 ・意図的 に 教育 しなけ れ ば身

に つ か な い とい う認識に 立 っ
。   知識の 獲得だ け で な く，

そ の 利用可能性 を高 め る こ と を目指す 。

　教え る 内容の 選択　  心理学者や教師な どか ら見て 子

ど もた ち の 適応 に と っ て有用 で あ る こ と 哩 ま し い 人 格や

安定 した 自己の形 成 学習 の促 進，蝕 子な 人 間関係 の 形成 な ど）。 

子 ど もた ち に と っ て 理解可能 で あ る こ と
。

　教える際の 留意点　  学習す る意義を明確に 示す 。  

身近 な 具体例を あ げ る。  教材 に 視 覚的要素 を盛 り込 む

（ビ デオや マ ン ガな ど） 。   専門用語は極力避ける。  揺

さ ぶ りをか け る よ う な発問 や 実験例 を提 示 す る 。   作業

や デ モ ン ス トレ ーシ ョ ン を通 して体験的 に 学ば せ る。

　ま た，教え る状況 と して ， 「心理学」と い う教科 の 設定

は 困難で あ ろ う。 既存の 教科 の 中，もしくは特別活動 の

時間の利用 な ど が 考 え られ る。また ， 教師の 側 に 心理 学

に つ い て の十分 な 知識 と理解 が なけれ ば リス ク が大 き い

とい う問題が ある。心理学者が 学校外 の 場 で 講義 をした

り， 著書な ど を通 し て伝えるの も手段 の 1つ で あ る。

　指定討論 1 ：心理学者の 立場 か ら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高橋 雅延

　学習効果 に つ い て　心理学的観点か らの 問題提起 と し

て ， まず学習効果 に 関す る疑 問をあげる。具体的に は次

の 3 つ の 点 に つ い て ， 各話題提供者 が ど の よ うに 考えて

い るか を問 い た い
。   測定方法に つ い て （何 を 勵 果」 と

し ，ど うや っ て 測 る の か ）。  効果の 持続性 に つ い て 。   日

常場面 へ の般化に つ い て 。

　メ タ認知 に つ い て　話題提供者の共通 の キー
ワ
ード を

あげるな ら，「メ タ認知」教育の 重視 と い え よ う。 実際に

3名 と も メ タ認知 と い う言葉 を用 い て い た が ，
こ の 用語

は 曖眛で 分 か りに くい
。 そ こ で ， 「メ タ認知」とい う概 念

を どの よう に考 え て い る か を改 め て 確認 し た い 。

　討論者の 考え るメタ認 知 の 位置づ け　教育 の 月的を

知 ・情の バ ラ ン ス の とれ た 発達 と 考え る な ら ， メ タ認知

は知 ・情 を支え ， 釣 り合い を と る た め の 意識機能 と考 え

る こ とが で きる。昨今 の 「心 の 教育 」が とか く 「情」 の

面を強調す る の に 対 し，本 シ ン ポジウム で は 認知而を重

視 して い る点 は評価で き る が，
一

方 で や や 「知」 に 偏 っ

て い る印象 もある。感情に つ い て 理解し ，
コ ン トロ

ー
ル

す る た め の 「メ タ感情」 の 教育 も重要な の で は な い か 。

　指定討論 2 ：教育現場に携わ る者の 立場か ら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　溝ロ　 敬

　現場 と研究者の歩み寄 りの 必要性　自 らも大学 で 心 理

学を学ん だ者 と し て本 シ ン ポ ジ ウム の 主旨 に は基本的 に

共感 し て い る。しか し ， 心 理 学的知見 の 教育 の 意義 に つ

い て現場の教師に 理解 して もらうため に は ， 教師と心理

学者 の 双方が歩み寄る努力が必要で あ ろ う。

　思考力育成の努力　思考力の育成が 現在の 学 校教育 で

は あ ま り な さ れ て い な い と い うの が 心 理 学者側 の 見 方 の

ようだが ， 現場側か ら見 る と教師 もそれな りに 意図的な

努力 を して い る よう に 思 わ れ る 。 ま た，最近 で は 各教科

の教材の 中に も心理学的な知見は か な り入 り込ん で き て

お り， それ を改め て 洗い 直し て み る 必要 が あ る。

　教師の 訓練　現実問題 と し て ， 教育現場で 心理学教育

を心理学者で は な い
一

般 の 教師 が 行 う とすれば ， どの く

ら い の 訓練が 必要な の か が疑問 で ある 。

　行政へ の ア ピール の 必要性　心理学教育を広 く推進す

るため に は，教育施 策な ど に 心 理 学的知見を取 り込 んだ

内容を増や して い くよ うに 働 きか けて い く〔た とえば，文部

省 の パ ン フ な ど に 「柔軟 な対人 認知 の 必 要性」 とい っ た 文 言が 入 る

よ うに して い く） こ と も必要だ ろ う。
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