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 専門分野・キーワード  

●社会心理学 ●教育心理学 ●心理学研究法 

●対人認知・社会的認知 

●心の仕組みについての教育 

●クリティカル・シンキング

／ 教育・研究内容  

私が特に興味を持って学んできた事柄は、私たちが人や世の中の出来事（特に、人の性格や能力や行動の原因など）について感じたり、思ったり、考え

たりする際の心のしくみ（その中でも、ある意味、適応的でもある、人の情報処理の“柔軟でない面”、“感情的な面”、“非合理的な面”など）に関すること

です。また、このような対人認知に関わることとして、「人の性格を記述している様々な言葉が私たちの脳の中にどのような構造をもって保持されてい

るのか」といった、対人認知構造とか暗黙のパーソナリティ観などと呼ばれる事柄についても研究してきました。さらに、長年、教員養成系の大学に在籍

していたこともあり、上記のようなことなどに関する心理学的研究の知見や考え方を子どもたちに分かりやすく伝えることによって自己理解や他者理

解の妥当化を促し、その結果として、 “良好な人間関係の形成”、“ストレスを引き起こしやすい事象への適切な対処”、“肯定的で安定した自尊心の形成”

などといった種々の意味で、より適応的な社会生活を送ることができるようになってもらうことを意図した啓発・教育活動を、「心のしくみについての教

育」という名のもとに行なうとともに、そのような実践活動の効果について実験的に検討する研究も行なってきました（研究としてではなく、小学校や中

学校、高校の先生方と一緒に上記のようなことを目的とした授業を考えて、先生方に実際に行なってもらったり、私自身が小学生や中高校生を相手に授

業をさせてもらったり、中高校生を主たる読者層として想定した、『人についての思い込みⅠ：悪役の人は悪人？』、『人についての思い込みⅡ：Ａ型の人

は神経質？』という本を出版したりもしてきました）。それから、データの収集法と分析法に関わることを中心とした心理学研究法について学習したこと

や考えたことを著書や論文にまとめる活動もしてきました（この中で特に重要だと考えている事柄は、「心理的構成概念についての測定の妥当性に関わ

る、種々の誤知・認識不足や安易な姿勢に関する問題」、「現実に行なわれているほとんどの相関的研究において、個々人に内在する心のメカニズムに迫

るという心理学的研究の通常の目的から考えて不当だと言えるであろう方法が採られているという、相関的研究における変動因の問題」です）。なお、

以上の他にも、「自己呈示に関する研究」や、「初期印象の形成過程に関する研究」、「学習方略（勉強法）に関する研究」などに関わってきました。 

次に、大学院生の指導に関わることですが、まず、研究テーマに関しては、基本的に、当人の思いを尊重したいと思っています。それは、「興味が持て、

かつ、多くの人に脱常識性・新奇性・有用性などを感じてもらえることを見いだす」という、「有意味性の高い問いの生成・構築」が研究を行なっていくう

えで大切だと考えているからです。それから、私は、我が国の心理学界においては、大学院における研究法教育が極めて不十分だと考えており、特に修

士課程においては、（各学生の既有知識の状態などに応じて）研究法に関する学び直しをしてもらおうと思っています。そして、その際には、「研究を行な

う際や研究法について学ぶ際の望ましいであろう姿勢ないし態度の育成」、「基礎・基本的な事柄についての確実な理解と、それに基づく自己学習およ

び生涯学習の促進」、「各方法の意味（意義と論理）についての確実な理解」、「自他の研究に対してクリティカル・シンキングをする態度や能力の育成」、

「“心に関わる研究” という文脈を考慮した知識の形成」などといったことを重視したいと考えています。 
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 I have been particularly interested in learning about how the mind works when we feel, 
think, and reflect on people and events in the world (especially our personalities, abilities, and 
causes of behaviors), including the inflexible, emotional, and irrational aspects of human 
information processing, which are also adaptive in some ways. In addition, I have been 
studying what is called the “cognitive structure of our personality” or the “implicit personality 
theories,” which are the cognitive structures of various words (concepts) that describe the 
human personality that are retained in our brains. In addition, having worked at a teachers 
college for many years, I have been able to communicate the findings and ideas of 
psychological research on the above and other topics to children in an easy-to-understand 
manner, thereby encouraging them to validate their understanding of themselves and others. 
As a result, they develop “good interpersonal relationships,” “deal appropriately with events 
that may cause stress,” and “build positive and stable self-esteem.” In addition to conducting 
educational activities under the theme of “education of how the mind works,” we have also 
conducted experimental studies on the effects of such practical activities (not as a research 
project, but as a practical project to conduct classes with teachers in elementary schools, junior 
high schools, and high schools for the above purposes). I also conducted classes with 
elementary, junior high, and high school students by myself, as well as with junior high and 
high school students as they are the main readers of my books, I published two books which  
titles are “Prejudice about people I: Is the villain a bad person?” and “Prejudice about people 
II: Are type A blood people neurotic?”  

I have also written books and articles on what I learned and thought about psychological 
research methods, that are mainly related to data collection and analysis methods. I think the 
most important issues are the “problems related to various misconceptions, lack of knowledge, 
and easy attitudes toward the validity of measurement of psychological constructs,” and the 
causes of variation in correlational research. It is here where most correlational research are 
conducted in reality uses methods that would be unjustified in light of the usual purpose of 



psychological research, which is to understand the mechanisms of the mind inherent in each 
individual. In addition, I have been involved in “research on self-presentation,” “research on 
the process of forming initial impressions,” and “research on learning strategies.” 

Next, regarding the guidance of graduate students, I would first like to respect their wishes 
on their research themes. This is because I believe that it is important to “generate and 
construct highly meaningful questions” that are “interesting and can be perceived as 
uncommon, novel, and useful by many people” in order to conduct research. I also believe 
that education on research methods in graduate schools is extremely inadequate in the field 
of psychology in Japan, and I would like to enable students to relearn research methods 
(according to their existing knowledge), especially in the master’s course. In doing so, I would 
like the students develop “desirable attitudes when conducting research and learning about 
research methods,” “a solid understanding of basic and fundamental matters and promotion 
of self-learning and lifelong learning based on this understanding,” “a solid understanding of 
the meaning (significance and logic) of each method,” “attitudes and abilities for critical 
thinking toward their own and other research,” and “forming knowledge that takes into 
account the context of research related to the mind.” 
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