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　　In　this　paper　we　investigated　actual　circumstances　in　which　a　teacher　and　a　student　have

different　images　for　certain　words　to　discover　va1id　guidance　methods　for　students　under　such

circumstances．Upon　testing，there　were　more　than50percent　different　images　between　the　teacher

and　the　studgnt，and　a1most　a1l　teacher・student　coup1es　had　different　images．The　major　point　of

discussion　was　that　the　most　important　thing・for　teachers　and　students　is　to　communicate　with　each

other．Such　communication　wil1remove　misunderstanding，discrimination　and　prejudice．．
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　現在，学校教育現場では，校内暴力・登校拒否・

いじめ等多くの問題をかカiえ苦慮しており，これら

を解決するための生徒指導が考えられているが，努

力の割にはあまり効果が得られない．

　本研究では，その理由としてイメージの甲題をと
りあげた．特に，そのなかでもイメージの予痂にか

かわる問題をとりあげてみた．これは，教師と生徒

の間で相互のイメージのとらえ方に差異があるため

に，それが原因となって生徒指導を困難にしている

ということである．

　水島（1983）は，イメージが感情を喚起することを，

またNeisser（1978）は，イメージが行動をコント

ロールすることを，明らかにしている．

　これらのことにより，教師と生徒の間でイメージ

のとらえ方が異なる場合，つまり教師と生徒の間で

イメージに差異が認められる場合，互いの感情がつ

かめなくなったり，また互いに誤解を招くような行

動が生じることにもなり，相互の間で思わぬ差別や

偏見などの非好意的な関係を生むことにもなりかね
ない．

　以上のことから，教師と生徒の間で相互のイメー

ジのとらえ方に差異が認められる場合，そこに非好

意的な関係が生じ，それが原因となって生徒指導を

困難にしていることが考えれる．

　ところが，現在の学校教育現場において，教師と

生徒の持つイメージの差異の実態に関する研究報告

はほとんどない．従って，これらの実情を知ること

ができれば，効果的な生徒指導のあり方を考えるこ

とができるのではなかろうか．

　　　　　　　　　目　　的

　本研究は，中学校・高等学校における教師と生徒

のイメージの差異についての実態を知ることを目的

とした．更に，そのイメージの差異について検討し，

このような実情のもとで行なわれる生徒指導のあり

方について考察することにした．

　　　　　　　　　方　　法

1．予備調査

　予備調査は2度行ない，本調査の章味尺度法（SD

法）の応用で，イメージの測定をする際に用いる刺

激概念と，その刺激概念に対する評定尺度となる形

容語対を選出した．刺激概念とはイメニジを想起す

るために用いられる単語である．
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　また，予備調査では本調査における調査対象の適

切性も検討された．

　予備調査の結果，刺激概念には，〔1〕放課後，

〔2〕土曜日，〔3〕テスト，〔4〕教室の4つを選

出した．これらは，教師と生徒一の日常生活を記述す

る代表的な単語となった．

　形容語対には，①あかるい一くらい，②かるい一

おもい，③あたたかい一つめたい，④たのしい一く

るしい，⑤やわらかい一かたい，⑥ひまそうな一い

そがしい，⑦うれしい一かなしい，⑧つよい一よわ

い，⑨ゆろんだ一きんちょうした，⑩したしみやす

い一したしみにくい，⑪やさしい一きびしい，⑫じ

ゆうな一しばられたの12対を選出した．

2．本詞査
（1）調査方法
　4つの刺激概念に対して，教師と生徒がどのよう

なイメージを持っているのかを12対の形容語を用い

て次のような測定をした．

a．「教師自身のイメージ」調査

　教師が4つの刺激概念に対してどのようなイメー

ジを持っているのかを，12対の形容語による尺度を

用い，5段階で評定した．例えば，「放課後」とい

う刺激概念に対して，①あかるいか，くらいか②か

るいか，おもいか③あたたかいか，rつめたいか…な

どのイメージを，それぞれ5段階で評定した．

b．「生徒自身のイメージ」調査

　aと同様にして，4つの刺激概念に対する生徒自

身のイメージを調査した．

c．「教師がbを予測したイメージ」調査

d．「生徒がaを予測したイメージ」調査

　これらのcとdは，イメージの予測評定をした
ものであるが，評定方法は，a，bと同様とした．

（2）整理方法
i）計算方法

　（1）で得られた評定値を，次のように計算した．

a）．〈2人の評定者によるイメージの差異（予測者

のイメージと，被予測者のイメージとの差異）＞

【1】c．「教師がbを予測したイメージ」と被予

測者のb．「生徒自身のイメージ」との差異を，l　c

－b　l（cの12対の形容語に対する評定値から，それ

ぞれの形容語対に対応するbの評定値を引き，そ

れぞれの絶対値をとり，総和したもの）という計算

をして求めた〔予測者が教師〕．

【2】d．「生徒がaを予測したイメージ」と，被

予測者a．「教師自身のイメージ」との差異を【1】

と同様にして，l　d－a　lの計算により求めた〔予

測者が生徒〕．

b）．＜1人の評定者による2種類のイメージの差異

（予測者の，相手を予測したイメージと，予測者自

身のイメージとの差異）＞

【3】c．「教師がbを予測したイメージ」とa．

「教師自身のイメージ」との差異を，Aと同様にし

て，l　C－a　lの計算により求めた〔予測者が教師〕．

【4】d．「生徒がaを予測したイメージ」と，b．

「生徒白身のイメージ」との差異を，Aと同様にし
て，l　d－b　lの計算により求めた〔予測者が生徒〕．

　以上，【1】，【2】，【3】，【4】の値が0から48

までの数値で表わされた．

ii）統計処理法

A．【イメージの差異の存在】

　中学校，高等学校における教師と生徒のイメージ

の差異についての実態として，まずイメージの差異

の存在について，前述の計算によって得られた（O

から48までの）値の頻度分布を，前述i）計算方法に

従い，次のように2つの点に区別して調べた．

a）　＜2人の評定者によるイメージの差異（前述の

【1】と【2】）〉

b）　＜1人の評定者による2種類のイメージの差

異（前述の【3】と【4】）＞

B．【イメージの差異の内容】

　イメージの差異の存在が認められた場合，さらに

前述のa），b）について，それぞれ1）イメージめ

差異が12以上ある場合，2）イメージの差異が24以

上ある場合，3）教師集団と生徒集団の間でのイ
メージの差異の平均値の差の検定についセ調べた．

　これらの集計は，〔項目〕①中学校・高等学校全

体，〔項目〕②中学校幸体，〔項目〕③高等学校全体

の別に行なった．

（3）調査対象
　本調査は，その内容から予測者と被予測者が明確

であることが必要であった．従って，教師1名と生

徒1名の計2名でペアを組み，調査を行なった．教

師は学級担任とし，生徒はその学級の出席番号10番

の者とした．また，男女比が均等になるよう発送し

た．調査対象者は，次の通りであった．

1．中学校：教師と生徒各144名，計288名．

2．高等学校：教師と生徒各163名，計326名

　回収率は，87．2％であった．

　　　　　　　　結果と考察

　結果については，統計処理の際の4つの刺激概念

について延べ「有効ケース数」と，それぞれの「差

異の認められるケース数」と，差異の認められる
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ケース数が有効ケース数のなかで占める「割合（百

分率）」を記載した．

A．【イメージの差異の存在】：・

a）　＜2人の評定者によるイメージの差異＞

　イメージを評定する形容語対は，感情表現（’感じ

方’や’気持ち’）を代表する語である．したがって，

a）は「教師（生徒）が生徒（教師）の気持ちをどれだけ

正しく把握しているか」を表わす1つの指標となる．

その結果をTab1e1に示す．

　なお，以下Tab1eのなかの「T（S）」は，教師（生

徒）が予測者であることを示す．また項目①中学

校・高等学校全体については，平均値の差の検定以

外の，すべての集計において予測者（教師と生徒）別

の集計はしなかった．

b）　＜1人の評定者による2種類のイメージの差

異＞

　a）と同様な考え方をすると，b）は「教師（生徒）

が相手の生徒（教師）に対して持つ一体感」を表わす

1つの指標となる．その結果をTab1e1に示す．

　以上の結果よりa），b）2つの視点からみた場合，

現在の中学校・高等学校において広範囲にわたって，

「教師（生徒）が生徒（教師）の気持ちを正しく把握し

ていない」ことや，「教師（生徒）が相手の生徒（教

師）に対し・て持つ一体感が欠けている」ことが明ら

かになった．
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B．【イメージの差異の内容】：

a）　＜2人の評定者によるイメージの差異＞

1）　イメージの差異が12以上ある場合

　この値は，「教師（生徒）が生徒（教師）のいずれの

気持ちも正しく把握していない」ことや，「教師（生

徒）が生徒（教師）の気持ちの4分の1以上を正しく

把握していない」ことを表わす1つの指標となる．

その結果をTab1e2に示す．

2）　イメージの差異が24以上ある場合

　この値は，「教師（生徒）が生徒（教師）のいずれの

気持ちも全く把握していない」ことや「教師（生徒）

が生徒（教師）のいずれの気持ちに対しても反対の気

持ちを持つ」ことや，あるいは「教師（生徒）が生徒

（教師）の気持ちの2分の1以上を正しく把握してい

ない」ことを表わす1つの指標となる．その結果を

Tab1e2に示す．

　これらのケースめ存在は，少ないからといって軽

視できない．これらのケースが1％でも存在すると

いうことは，100人（約2クラス）の教師と生徒が，

1日に1回でも互いにイメージの予測をした場合に

生じるケースである．

3）教師集団と生徒集団の間での平均値の差の検

定

Tab1e1 イメージの差異の存在

評定者 2人の評定者によるイメージの差異 1人の評定者による2種類のイメージの差異

学校 中・高 中　学　校 高　　　校 中・高 中　学　校 高一　校
．予測者 T・S T S T・S T S T・S T・S T S T・S T S T・S

有効ケース数 2222 521 521 ユ042 590 590 1ユ80 2222 521 5亭1 1042 590 590 1ユ80

差異の認められるケース数

2220 519 52ユ 1040 590 590 1180 2197 516 511 1027 585 585 1170一

割合（％） 99．9 99．6 ユ00 99．8 100 100 100 98．9 99．O 98．1 98．6 99．2 99．2 99．2

Tab1e2 イメージの差異の内容（2人の評定者）

差異 イメージの差異が12以上ある場合 イメージの差異が24以上ある場合

学校 中・高 中　学　校 高　　　校 中・高 中　学　校 高　　　校

予測者 T・S T S T・S T S T・S T・S T S T・S T S T・S

有効ケース数 2222 521 521 1042 590 590 1180 2222 521 521 1042 590 590 1ユ80

差異の認められるケース数

767 154 193 347 203 211 414 30 4 7 11 7 12 19

割合（％） 34，5 29．6 37．0 33．3 34．4 35．8 35．1 1．4 0．8 1．3 ユ．1 1．2 2．0 1．6
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　中学校・高等学校いずれにおいても，教師集団の

方が生徒集団よりも（有意に差のあったものも含め

て），相手の生徒の気持ちを正しく把握している傾

向があった．これらの結果をTable3に示す．

b）　＜1人の評定者による2種類のイメージの差

異＞

1）　イメージの差異が12以上ある場合

　この値は「教師（生徒）が生徒（教師）に対して持つ

一体感がいずれの点においても欠けている」ことや，

「教師（生徒）が生徒（教師）に対して持つ一体感が4

分の1以上欠けている」ことを表わす1つの指標と

なる1その結果をTab1e4に示す．
2）　イメージの差異が24以上ある場合

　この値は，「教師（生徒）が生徒（教師）に対し．て持

つ一体感がいずれの点においても全くない」ことや，

「教師（生徒）が生徒（教師）に対していずれの点にお

いても反感を持っている」ごとや，あるいは「教師

（生徒）が生徒（撃師）に対して持つ一体感が2分の1

以上欠けている」ことを表わす1つの指標となる．

その結果をTable4に示す．

　これらのケースの場合も，a）1）2）と同様に考え

ると，存在する割合が小さいからといって，軽視す

ることはできない．

3）教師集団と生徒集団での平均値の差の検定

　中学校・高等学校いずれにおいても，教師集団の

方が生徒集団よりも（有意に差のあったものも含め

て），相手の生徒に対して強い一体感を持つ傾向が

あった．

　これらの結果をTable5に示す．

　以上の結果より，中学校・高等学校の教師と生徒

の間には，極めて高い割合でイメージの差異が分布

していることが認められ，その内容も極めて憂慮さ

れるべき実態であることが明らかになった．

C．イメージの差異と生徒指導：

　本調査の結果より，教師と生徒の間で相互のイ

メージのとらえ方に差異が認められたことから，生

徒指導を困難にする理由の1つがここに求められる．

　上杉（1983）とSchein（1965）の研究をもとに，結

果の考察をしてみた．それによると，イメージの差

異がもとで生じると考えられる誤解や差別・偏見な

Table3 平均値の差の検定（2人の評定者）

叫校 中　　・　高　校 中一　　学　　校 高　　　　　校
束．」激概念予測者

M SD t M SD t M SD t

T 10．60 4．10 ユO．52 3．94 10．66 4．25

放諜後 S 1O．50 4．25 10．84 4．07 10．20 4．38

T 9．44 4．30 ＊＊ 9．09 3．98 ＊＊ 9．73 4．54
土曜日

S 10．46 4．98 一3．19 10．65 5．30 一3．53 10．29 4．70

T 9．88 4．77 9．75 5．01 9．99 4．56
テス　ト

S 10．58 5．34 10．43 5．26 10．71 5．43

T 10．15 4．73 9．50 4．55 ＊ 10．73 4．83
教　　室

S 10．61 4．66 10．44 4．28 一2．08 10．76 4．99

（注）　＊　ρく．05，　＊＊　ρ＜．01

Table4 イメージ差異の内容（1人の評定者）

差異 イメージの差異が12以上ある場合 イメージの差異が24以上ある場合

学校 中・高 中　学　校 高　　　校 中・高 中、学校 高　　　校

チ測者 T・S T S T・S T S T・S T・S’ T S T・S T S T・S

有効ケース数 2222 521 521 1042 590 590 1180 2222 521 521 ユ042 590 590 1180

差異が認められるケース数

527 86 137 223 116 188 304 31 1 12 13 O ユ8 18

割合1％〕 23．7 16．5 26．3 21．4 19．7 31．9 25．8 1．4 O．2 2．3 1．2 0 3．1 1．5
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Tab1e5 平均値の差の検定（1人の評定者）

中　・　高　校 中　　学　　校 高　　　　　校　　　　　　　学校刺激概念予測老

M SD t M SD t M SD t

T 8．84 3．98 8．70 4．37 8．96 3．60 　　＊＊一3．40

放課後 S 10．37 4．95 9．94 4．75 10．76 5．11

T 7．35 4．12 7．18 4．14 7．49 4．11
土曜日 S 9．40 5．11

　　＊＊一5．24

9．73 5．51

　　＊＊一4．29

9．11 4．75

T 8．68 4．36 8．32 4．13 8．98 4．54
テス　ト

S ユ1．16 7．22 9．52 6．34 12．58 7．64

T 6．83 3．57 6．79 3．34 6．85 3．70
教　　室

S 8．27 4．71

　　＊＊一4．39

7．99 4．64

　　＊一2．56

8．53 4．78

　　＊＊一3．59

1（注）　＊　p＜．05，　＊＊　ρ＜．01

どをなくし，効果的な生徒指導を行なうために，次

のようなことが考えられる．

　まず，教師と生徒の間で，言語によるコミュニ、

ケーションの頻度を増やすことである．これは，簡

単で当り前のことのように思えるが，実際には意外

に難しく，なおざりにされていることである．相手

を目の前にして直接得る情報は，間違いもその場で

正すことができ，知らず知らずのうちに大きな誤解

などに発展してゆくといったようなことも避けられ
よう．

　また，調査結果からすると，特に教師の情報が生

徒に伝わっていないことがわかる．これは，教師に

よる「生徒理解」に比べ，生徒による「教師理解」

が不足しているといえる．だが，現在の学校におけ

る教師と生徒の人数構成比率をみると，教師からの

情報を個々の生徒に伝える際の困難さは否めない．

そこで，生徒の中の「オピニオン・リーダー」の活

用を考えたい．オピニオン・リーダーとは，その人

の考え方が，その人の所属する集団の考え方を左右

するような人のことをいう．つまり，このような人

物を生徒の中からみつけ出し，その活用をはかるこ

とにより，教師の情報をより効果的に生徒の間に伝

えてゆくということである．

要　　約

　本研究は，中学校・高等学校における教師と生徒

のイメージの差異についての実態を知ることを目的

とした．そして，そのイメージの差異について検討

し，これからの生徒指導のあり方について考察した．

方法は，1．放課後，2．土曜日，3．テスト，

4．教室の4つの刺激概念に対して，教師と生徒と

がどのようにイメージをもっているか12対の形容語

を用いてSD法によって調査した．形容語対には，

①あかるい一くらい，②かるい一おもい，③あたた

かい一つめたい，④たのしい一くるしい，⑤やわら

かい一かたい，⑥ひまそうな一いそがしい，⑦うれ

しい一かなしい，⑧つよい一よわい，⑨ゆるんだ一

きんちょうした，⑭したしみやすい一したしみにく

い，⑪やさしい一きびしい，⑫じゆうな一しばられ

たを用いた．イメージの差異は，教師自身のイメー

ジ，生徒自身のイメージ，教師が生徒を予測したイ

メージ，生徒が教師を予測したイメージを測定し，

各イメージとの差異を求めて測定した．

　調査対象は，中学校の教師と生徒各144名，計288

名，高等学校の教師と生徒各163名，計326名である．

　結果は，教師と生徒の2人の評定者によるイメー

ジの差異は，99．9％もある．1人の評定者による2

種類のイメージの差異も98．9％でかなり大きい．ま

た，1つのケース（教師一生徒のペア）に注目すると，

教師（生徒）が相手の生徒（教師）のイメージを50％以

上も差異をもってとらえている場合が認められた．

これらのケースが中学・高校全体で23．7％も存在し

た．なお，教師集団と生徒集団のどちらに，より多

くのイメージの差異があるか調べてみたことにより，

中学・高校とも，教師集団の方が生徒集団より相手

の生徒の気持ちを正しく把握している傾向があった．

4つの刺激概念のなかでは土曜日，教室についての

イメージの差異が大きい．

　これからの生徒指導が効果的であるためには，イ

メージの差異がもとで生じると考えられる誤解や差

別・偏見などをなくすために，教師と生徒の間で言

語によるコミュニケーションの頻度を増やすことが

必要である．また，教師による「生徒理解」に比べ，
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生徒による「教師理解」が不足しているので，生徒

の中に「オピニオン・リーダー」をみつけ出し，そ

の活用をはかり，教師の情報をより効果的に生徒の

聞に伝達してゆくことが大切である．
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付録　調査用紙

《教師用》　　日常生活についてのイメージ調査

　にの調査は，学校教育に関する事物についてのイメージを調査し，今後の生徒指導に役立てるものです．

御多忙のところ恐縮ですが御協力下さいますようお願い申し上げます】

＊　調査にはいる前に，以下のことにおこたえください．こたえ方は番号を○でかこむか（　　）の中に必要

　　なことを書き入れるかしてください．

I　あなたのことについてお書きください．

○勤務校は〔1．市町村　2．都道府県　3．国　4．私〕立の〔1．中　2．高等〕学校

○性別は一〔1．男　2．女〕で，年齢は〔1．～30才　2．31才～40才　3．41才～50才　4．51才～〕

○担任をしているのは，（　　）年　（　　）組で，この学級を担任して〔1．1年目　2．2年目

　　3．3年目〕

皿　調査期日：昭和60年（　　）月　（　　）日

＝＝＝調査について＝＝＝

1．お　願　い　　・この調査は試験ではありません．また調査結果の発表では学校名・個人名は一切明らかにしま

　　　　　　　　　　せんので，率直にありのままをおこたえいただくようお願い致します．

2．回答の要領　（1）この調査は〔第1部〕と〔第2部〕で成り立っています．それぞれ4つずつの《事物》に対する

　　　　　　　　　　感じ方をこたえてもらいます．各《事物》の下にI’あかるい一くらい”等の相対する言葉が12

　　　　　　　　　　対書いてあって，それぞれに”非常にI’”やや””どちらともいえない’’”やや””非常に”という

　　　　　　　　　　言葉が，ものさしの目盛りのようにつけてあります．各《事物》についてふさわしいとお感

　　　　　　　　　　じになるところへ，下の例にならって○印をおつけください．

例　《体育祭》に対する感じが”非常にあかるい’’という場合には，次のようになります．

非常に

あかるい

　　　　　　どちらとも

やや　　　　　いえない やや　　　　　非常に

くらい

3．注

　　　（2）〔第1部〕と〔第2部〕で扱う《事物》は4つとも同じですが，〔第1部〕ではあなた（先生）

　　　　　御自身がそれぞれの《事物》に対してどのように感じるかを判断してください．

　　　　　〔第2部〕ではあなたの学級の（女子）の出席番号10番の生徒がそれぞれの《事物》に対してど

　　　　　のように感じるかを予測したうえで判断してください．

意　　（1）どの《事物》についても，①から⑫の尺度すべてに印をつけてください．

　　　（2）1つの尺度には1つだけ印をつけてください．

　　　（3）回答する場合，第一印象を大切に直感的な”感じ’’についてこたえてください．前にやったと

　　　　　ころを見直したりしないでください．

この下の欄には何も書かないでください．

1 4 7
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　　［蚕工亟］　あなた（先坐）御自身がどのように感じていらっしゃるかを判断してください

　　　〔1〕　あなた（一先坐）は〈放課後〉について，どのようにお感じになりますか．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どちらとも
　　①あかる、1叩こ．．一．．二∵い　やや　榊二

　　⑫）おもい』一一一一一一一一一一一一→一一一一一一一一一一一→一一　　　　　カ・

c）つめたいトー一一一一

④く

⑤か

る　しいト

ら　　い

る　　い

÷＿＿一十あたたかい

⑰）かなしい

⑧よ　わ　い

⑨きんちょうした

⑩したしみやすい

⑪や　さ　しい

⑫しばられた

〔2〕

た　の　し　い

やわらかい

ひ　　ま　　な

う　れ　し　い

つ　　よ　　い

ゆ　る　ん　だ

したしみにくい

き　び　し　い

じゆ　う　な

あなた（先生）は《土曜白》について，どのようにお感じになりますか．

　　　　　　　　　　　　　　どちらとも
　　　非常に　　　　やや　　　　いえない　　　　やや　　　　．非必に

①あかるい
②お　　も　い

③つめたい
④く　る　しい

⑤か　た　い

⑥いそがしい

⑦かな　しい

⑧よ　わ　い

⑨きんちょうした

⑩したしみやすい

⑪やさ　しい

⑫しばられた

く　　ら　い

か　　る　　い

あたたかい

た　の　し　い

やわらかい

ひ　　ま　　な

う　れ　しい

つ　　よ　　い

ゆ　る　ん　だ

したしみにくい

き　び　しい

じゆ　う　な
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［蚕工垂］　あなた（先生）御自身が一どのように感じていらっしゃるかを判断してください．

　〔3〕　あなた（先生）は《テスト〉について，どのようにお感じになりますか．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どちらとも
　　　　　　　非常に　　　　やや　　　　いえない　　　　やや　　　　非凸に

①あかるい　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　ら　い

②お　も　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　か　る　い

③つめたい←一十あたたかい④くるしい　　　　　　　　　　　　　　　　たのしい
⑤か　た　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　やわらかい

⑥いそがしいトー一十ひ　ま　な
⑦かなしい　　　　　　　　　　　　　　　　　　うれしい
’⑧よ　　わ　　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ　　よ　　い

⑨きんちょうしたトー一一一一一一←一一一一一一←一一十ゆるんだ

⑭したしみやすいトー一一一一一トー一一一一一1一一一一一÷したしみにくい

⑪やさしい　　　　　　　　　　　　　　　　　　きびしい

⑫しはられたト→じゆうな
〔4〕　あなた（先生）は《教　室》について，どのよう■にお感じになりますか．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どちらとも
　　　　　　　非常に　　　　やや　　　　いえない　　　　やや　　　　非凸に

①あかるい　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　ら　い

②お　も　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　か　る　い

③つめたいトー十あたたかい④くるしい　　　　　　　　　　　　　　　　たのしい
⑤か　た　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　やわらかい

⑥いそがしい←一一十ひ　ま　な
⑦かなしい　　　　　　　　　　　　　　　　　　うれしい
⑧よ　わ　い　　　　　　　　　　　　　　　　　つ　よ　い

⑨きんちょうしたトー一十ゆるんだ
⑪したしみやすいトニー一一一一←÷したしみにくい
⑪やさしい　　　　　　　　　　　　　　　　　　きびしい

⑫しばられた　　　　　　　　　　　　　　　　　じゆうな
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　　睡］　あなた（先生）の学級の（女子）の出席番号の10番生徒がとのように感じているかを予測したうえで判断し

〔ユ〕

てください．

生徒は《放課後》について，どのように感じているでしょうか．

〔2〕　生徒は《土曜日》について，どのように感じているでしょうか．

［茎西］　あなた（先生）の学級の（女子）の出席番号10番の生徒がとのように感じているかを予測したうえで判断し

　　　てください。

〔3〕’生徒は《テスト》について，どのように感じているでしょうか．

〔4〕　生徒は《教 室》について，どのように感じているでしょうか．

（注）形容語対は，睡口と同じである．

（御協力たいへんありがとうございました．）
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付録調査用紙
《生徒用》　　日凸生“についてのイメージ…1査

＊　調査にはいる前に，以下のことにおこたえください．

　　なことを書き入れるかしてください．

こたえ方は番号を○でかこむか（ ）の中に必要

I　あなたのことについてお書きください．

○学校は〔1．市町村　2．都道府県　3．国　4．私〕立の〔1．中　2．高等〕学校

○性別は〔1．男　21．．女〕

○現在（　　）年　（　　）組で，今の学級の先生に担任してもらうのは〔1．1年目　2．2年目

　　3．3・年目〕

1　調査期日：昭和60年（　　）月　（　　）日

＝：：調査について＝＝＝

1．お　願　い　　・この調査は皆さんが，日常生活についてどんなイメージをもっているかを調べて，今後の教育

　　　　　　　　　　に役立てるものです．成績とは全く関係ありません．また調査結果の発表では学校名・個人名

　　　　　　　　　　は一切明らかにしませんので，あなたの気持ちをすなおにありのままをおこたえください．

2．回答の要領　（1）この調査は〔第1部〕と〔第2部〕で成り立っています．それぞれ4つずつの《日常生活に関す

　　　　　　　　　　る単詰》に対する感じ方をこたえてもらいます．各《日常生活に関する単語》の下に”あかる

　　　　　　　　　　い一くらい”等の相対する言葉が12対書いてあって，それぞれに”非常に””やや’’”どちらと

　　　　　　　　　　もいえない””やや””非常に”という言葉が，ものさしの目盛りのようにつけてあります1各

　　　　　　　　　　《日常生活に関する単語》についてふさわしいとお感じになるところへ，下の例にならって

　　　　　　　　　　○印をおつけください．

例 《先生》に対する感じが”非常にあかるい”という場合には，次のようになり．ます．

　　　　　　　　　　　　　　　　　どちらとも
　　　　非忠に　　　　　やや　　　　いえない　　　　　やや　　　　非凸に
あかるい くらい

　　　　　　　　（2）〔第1部〕と〔第2部〕で扱う《日’常生活に関する単語》は4つとも同じですが，〔第1部〕で

　　　　　　　　はあなた自身がそれぞれの《日常生活に関する単語》に対してどのように感じるかを判断してくだ

　　　　　　　　さい．〔第2部〕ではあなたの学級の担任の先生がそれぞれ《目常生活に関する単語》に対してどの

　　　　　　　　ように感じていらっしゃるかを予測（予想）したうえで判断してください．

3．注　　意　　（1）どの《日常生活に関する単語》についても，①から⑫の12組（の尺度すべてに印をつけてくだ

　　　　　　　　　　さい．

　　　　　　　　（2）1つの組（の尺度）’には1つだけ印をつけてください．

　　　　　　　　（3）回答する場合，第一印象を大切に直感的な”感じ”についてこたえてください．前にやったと

　　　　　　　　　　ころを見直したり，先の方を見たりしないでください．

＊ この下の欄には何も書かないでください．

1 4 7
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　　［亟］　あなた自身がどのように感じるかを判断してください．

　　　〔1〕　あなたは《放課後》について，どのように感じますか．

　　　〔2〕　あなたは《土曜日》について，どのように感じますか．

囮　　あなた自身がどのように感じるかを判断してください．

　〔3〕　あなたは《テスト》について，どのように感じますか．

　〔4〕　あなたは《教　室》について，どのように感じますか．

［茎亜］　あなたの学級担任の先生がとのように感じているかを予測（予想）したうえで判断してください

　〔1〕　学級担任は《放課後》について，どのように感じていらっしゃるでしょうか．

　〔2〕　学級担任は《土曜日》について，どのよ’うに感じていらしゃるでしょうか．

函］　あなたの学級担任の先生がとのように感じているかを予測（予想）したうえで判断してください

　〔3〕　学級担任の先生は《テスト》について，どのように感じていらしゃるでしょうか．

　〔4〕　学級担任の先生は《教　室》について，どのように感じていらしゃるでしょうか．

　　　　　　　（注　形容語対は，《教師用》と同じである．

　　（御協力たいへんありがとうございました．）


