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洞察問題解決 に試行 と他者観察の 交替が 及 ぼす影響の 検討
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　本研究 で は ， 他者 との協同の中で 頻繁 に 生 じ る と考 えられ る ， 自分自身 で の 課題 へ の取 り組み （試行）

と他者 の 取 り組み の 観察 （他 者観察 ｝の 交替が ， 洞察問題解決 に及 ぼす影響 を実験的 に検討 した。具体 的

に は ， T パ ズ ル を使用 し ，   1人 で課題 に取 り組む条件 膕 人 条件），   20秒ご とに試行 と他者観察 の 交

替を行 い な が ら 2人で課題に取 り組む条件 （試行・他 者観 察ペ ア 条件 ），   1人 で課題に取 り組む が ， 20秒 ご

と に 試行 と自ら の 直前 の 試行 の 観察を交互 に 行 う条件 （試行 ・自己 観察 条件） の 3 条件を設定し，遂行成績

を 比 較 し た。ま た
， 制約 の 動的緩和理論 欄 ・鈴 木，1998） に 基 づ い て ，解決 プ ロ セ ス へ の 影響 も検討 し

た。その 結果，試行 と他者 の 取 り組 み の 観察 を交互 に 行 う こ と に よ っ て ，言語的なや り と りが な くて も，

解決 を阻害 す る 不適 切 な 制約 の 緩和 が 促進 さ れ ， 結果 と し て ， 洞察問題解決が促進 され る こ と が示 さ れ

た 。 そ の
一

方で ， 試行 と観察の交替 とい う手続き は同
一

で あ っ て も， 観察対象が 自分 の 直前の試行で あ

る場合に は，制約の緩和を促進せ ず，ひ い て は洞察問題解決を促進す る こ と に は な ら な い こ と が明 らか

と な っ た 。
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は じ め に

　学校 で の 学習活動 は，通 常，学級 とい う集団単位 で

営 まれ る。そ の た め ， 自分 で 問題 に取 り組 む と と も に ，

同 じ 問題 に 取 り組む仲間の 問題解決 プ ロ セ ス を観察 す

る状 況は ， 頻繁 に 生 じて い る もの と考 えられ る。しか

し，こ の 自 ら課題 に 取 り組 み つ つ ，時折 ， 共 通 の 問題

に 取 り組む他者 の様子 を観 察 す る こ との効果は ，
こ れ

まで 十分 に検討 さ れ て きて お らず ， 実践場面に お い て

そ の 効 果 が 生 か さ れ て い な い よ う に 思 わ れ る 。

　そ こ で ， 本研 究で は ， この よ う な 活動 が 洞察問題解

決に 及 ぼ す影響 に つ い て ，実験的 ア プ ロ
ー

チ を 用 い て

検討す る こ と を目的 とす る。

問題 と 目的

1 ．協同が問題 解決に及ぼ す影響と そ の生起因に 関す

　 る検討

　 こ れ まで多 くの研究 に よ っ て ， 他者 との 協同が 問題

解決を促進す る こ とが 示 さ れ て き て い る 晴 河、2鵬 ；

Kiyokawa ，　Ueda，＆ Okada，2003 ；Miyake ，1986；Okada ＆

Sim 。 11，1997 ；ShirouzLl、　Miyake ，＆ Masukawa ，2002；植 田 ・丹

羽、1996）。 また，促進効果が どの よう に して 生 じるの か
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と い う点 に 関し て も，様々 な検討が行わ れ て きて い る 。

　例 え ば
，
Miyake （1986）は

，
ミ シ ン の f士組 み に つ い て

ペ ア で 話 し合 い なが ら理解す る と い う状況 を設定 し，

そ の 過程 を詳細 に 検討 し て い る。そ の 結果，二 者間 の

や り と りの 中で
， 自然 に 「課題遂行役」 と 「モ ニ ター

役 」と に役割が分化 し ， 「モ ニ ター役」か ら 出 された質

問 に 答 え る こ とで ， 「課題遂行役」の 理 解が深化 し て い

くこ とが 示 され た 。

　 また ，植田 ・丹羽 （1996） は，画期的な洗剤の開発を

行 っ た 企 業の 研究者へ の イ ン タ ビ ュ
ー結果 か ら ， 上 司

か ら な され た メ タ レ ベ ル の 知識 の 提供 ， す な わ ち ， 問

題 の 見方 や 考 え 方 の 論理 性
・無矛 盾性な ど に 関す る 知

識 の 提供 が
， 表象変化 を生 じ さ せ る ヒで 重要な役割 を

果 た して い た と述 べ て い る 。

　さ らに ， 清河 （2002）は ， 上述 の研究に見 られ る 「課

題 レ ベ ル
ー

メ タ レ ベ ル の分業．1 とい う形を と る協同，

す な わ ち ， 問題解決活動 に直接関与す る 「課題遂行役」

と，「課題遂行役」を サ ポ ートす る形で 間接的 に 課題 に

関与 す る 「柑談役」 と に 役割 が 固定 さ れた 状態 で の 協

同 に よ っ て ，表象変化 が 促進 さ れ る こ と を実験 に よ っ

て 明 らか に して い る。同様 に ，Kiyokawa 　et 　al ．（2003）

で も，
パ ー

トナ
ー

の 問題解決状況 を積極的 に吟味 す る

こ とが な さ れ れ ば ， メ タ レ ベ ル の 知識を提供す る だ け

で も ，
パ ートナ ーの 仮 説変更 を促 進 す る 効 果 が 得 られ

る こ と が 示 さ れ て い る 。

　加 え て ，Okada ＆ Simon （1997） は，科学的な発見
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課題に関す る個人 と協同 の パ フ ォ
ー

マ ン ス を比較 した

結果，協同の 方が よ い 成績 と な る こ と を示 して い る 。

そ し て ，詳細 な プ ロ トコ ル 分析 の 結果 か ら， 協 同 の優

位性 は，対立仮説 の 考慮や仮説 の根拠 づ け とい っ た説

明活動 が 促進 さ れ る こ と で 探索 の 仕 方が 効率的 に な っ

た こ と に よ る と述 べ て い る 。

　 こ れ らの 研究の 共通点 と し て ，協同の 中で 生 じ る言

語的な や り と り に 着 目 し た 検討 を行 っ て い る と い う点

が 挙 げられる 。 事 実 ， 上述 の 研 究が示す ように ， 特定

の 言 語的 なや りと り は ， 問題解決 を促 進 す る 効 果 を

持 っ て い る こ とか ら ， 言語的な や り と りに着目す る こ

と は 重要 で あ る 。 し か し，他者 と の 脇同の 中で 生 じ て

い る様々 な プ ロ セ ス の う ち，問題解決 を促進す る 力 を

もつ の は 言語的な や り と りだ けな の か とい う点 に 関 し

て は疑 問 が 残 る。もし，言語的 なや り と りに よ っ て の

み 促進効果 が 生 じ て い る の で あ れ ば ， そ れ が 制限さ れ

た状況 で の協同は ， 問題解決 を促進 す る力を もた な い

こ と に な る 。

2 ，言語的な や りと り以外の 側面 に着目す る必要性

　そ れ で は ， 他者 と の 協同 に お い て ， 言語的な や り と

り以外 の どの よ う な プ ロ セ ス が ，問題解決 に 影響 し て

い る と考えられるで あろうか。協同問題解決時 に は，

自分 自身が 課題 に 取 り組む と い う こ と に 加 えて ，他者

が課題 に 取 り組ん で い る 様子 を観 察す る と い うプ ロ セ

ス が 頻繁 に 生 じる。

　 こ の 他者 を観察す る とい うプ ロ セ ス の もつ 効果 に つ

い て は ， 古 くは 「観察学習 （observational 　Iearniiユg）」 と

い う枠組み で検討さ れ て きた （Bandura，／986 ； Schunk，
19S7；Webb ＆ Farivar ，1994｝。 こ れ ら の 研究で は，他者が

問題 に 取 り組 む 様子 を観察 するだ けで
，

そ の 観察 さ れ

た行動 と類似の パ タ
ー

ン が 観察者 の 行動 パ タ
ー

ン の 中

に 頻繁 に 見 られ る よ う に な る こ とが 示 さ れ て きて い る。

こ の こ と か ら
， 「お 手本」と な る ような適切 な問題解決

プ ロ セ ス を辿 っ て い る他者を観察 す る こ とに よっ て ，

問題解決 が促進 さ れ る と考え られ る 。 しか し ，
こ の こ

と は ， 適切で な い 方略を適用 して い る他者を観察 して

も，促進的な効果 は期待で き な い 可能性が あ る こ と を

意味す る 。 こ こ で ，他者 の 問題解決 プ ロ セ ス を 観察す

る こ と に よる促進効果 は，観察対 象が 「よ き」遂行者

で ある場 合に 限定され るの か とい う疑問が生 じる。

　 こ の 問い に関し て は ， Shirouzu　et　al．（2002）が
， 観

察学習研究 と は 異 な る見解を 示 し て い る 。 す な わ ち ，

観察対象で あ る他者が 必ず し も適切 な問題解決プ ロ セ

ス を辿 っ て い な くて も，他者 の 取 り組 み を観察す る こ

と と ， 自らが 課題 に 取 り組む こ と を交互 に 行 う こ と に

よ っ て ，問題解決 が 促進 され る こ とを指摘して い る 。

よ り具体 的 に は ，彼 ら は，「折 り紙 の 3分 の 2 （4 分 の 3）

の 4 分 の 3 （3 分の 2）の と こ ろ に線を引い て下 さ い 」と

い う 2 つ の 課題 を解 く際 に ，個人 とペ ア で 解法 の 変化

が どの 程度生 じ る か に つ い て 検討 を 行 っ た。そ の 結果 ，

個人 で 解 く場合 に は ， 「折 り紙 を実際 に 折 る」とい う状

況 に 依存 し た解法 が 使わ れ 続 ける 傾 向が あ る の に対 し ，

ペ ア の 場合 に は状況 に 依存した解法 か ら ， 「計算 し て解

く」とい うより抽象的な解法に移行 しや すい こ とが見

出 さ れ た 。 そ して ， 詳細な プ ロ セ ス 分 析の 結果，ペ ア

で は ， 「課題遂行役」 と 「モ ニ タ
ー役」と い う 2 つ の 役

割へ の分化が 生 じ，さ ら に，役割交替 が頻繁 に 起 こ る

こ とで 解法 の 変化 が 促 さ れた と述 べ て い る 。

　上述 の ように ， 他者 との協同に お い て 生 じ る言語的

なや りとり以外 の 側面 に着 目した研究は数少な く， さ

ら に ， 言語的な や り と り以外に着目 し た 研究も大半が

観察学習の効果の検討 とい う文脈内で行わ れ た 研究で

あ る。よ っ て，S．　hirouzu　et 　al．（2002） に よ っ て 指摘 さ

れ た，白分 自身 で 課題 に 取 り組 む こ と （以下，試行 ） と ，

パ ートナーで あ る他 者 の 取 り組 み を観察す る こ と 似

下 ，他者観察）を繰 り返 す こ と 自体 が 持 つ 効果 に 着 目す る

こ とは ， 協同 に よっ て もた らされ る促進効果 の 新 し い

側面 を描 き出す こ とに つ なが る と考 えられ る こ とか ら，

注 目に 値 す る。しか し ， 彼 ら に よ っ て 指摘さ れ た 効 果

に関して は ，
い くつ か検討す べ き点が 残さ れ て い る 。

　 1） ま ず，彼 らの 研究で は，解法 を変化させ る こ と

に成功 し た 少数 の 事例を 詳細 に 検討 す る と い う ア プ

ロ ーチ が と られ て い る た め，こ の 効果 が どの 程度
一

般

性 を持 っ て 観察 さ れ る もの な の か に っ い て は 明 らか で

な い 。

　 2 ） また ， や りと りに 制限 を加 えな い
， 自然 な協同

状況 を対 象 と して い る た め ， 役割交替以外の プ ロ セ ス

が 生 じて お り ， 役割交替自体の効果 が ど の程度で あ る

の か が明 らか で ない
。 す な わ ち ， 役割交替に加え て，

言語的 ・非言語的な や り と りが 促進的 な働 き を し た 可

能性が残 され て い る 。

　 3 ）さ ら に ，彼 らの 用 い た 課題 で は，「折 り紙 を実際

に 折 る 」方法 と 「計算 し て 解 く」方法 の い ずれ の 方法

で も正解 に 到達す る こ とが 可能 で あ り， 前者 の 解法 か

ら後 者 の 解法 へ と変化す る こ とが もつ 意味が明 らか で

は な い
。 そ こ で ， 役割交替が表象変化に及ぼ す影響 を

直接検討で き る よ う に ， 表象変化が 課題の解決に とっ

て 必要不可欠で あ る よ うな課題 を用 い る必要が あ る。

3 ，本研究の 目的

　以上 を踏ま えて，本研究で は，Shirouzu　et 　al ．〔2002）
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で 十分 に検討 さ れ な か っ た 点を克服 し た 上 で ， 言語

的 ・非言語的なや りと りを制限した状況で も，試行 と

他者観察 の 交替 に よ っ て 問題解決 が 促進 され る の か ど

うか に つ い て検 討す る こ と を目的 とす る。具体的な改

善点 は以下 の 通 りで あ る。

　 1）試行 と他者観察の交替が もつ 効果の
一

般性 を検

討す る た め に ， 実験的ア プ ロ ーチ を採用し ， 試行 と他

者観察の 交替を行うよ う教示 され た 条件 （試行・他 者観察

ペ ア 条件 ）に お い て ，他 の 条件 と比較 して 平均的 に 課題

成績が よ くなるか ど うか を検討する。なお ，比較条件

と して は，  個人条件 に 加 えて ，   試行 ・自己観察条

件を設定す る 。

　 こ の  試行 ・自己観察条件で は，試行 ・他者観察ペ

ア条件同様 ， 試行 と観察 を繰 り返 す と い う手続 き を 用

い る 。 し か し， 1人 で実験 に 参加す るた め，他者 の 試

行で は な く，自分 の直前の 試行 を観察対象 と す る。な

お
，

こ の 条件 で は ， 試行に従事す る時間が他の 2 条件

の 半分 と な っ て し ま う こ と か ら， 比較の際に は ， そ の

点 を修 正 した値を 用 い る こ と とす る （修正 値 の 算出方法 は

「結果」で 詳 述す る ）。
こ の値と の比較を行 う こ とで ，

ペ ア

で 問題に取 り組む際に，試行 と観察 を交互に行 う と い

う手続 き は共通 で あ っ て も
， 観察対象 が他者 の 試行 か

，

自分自身 の 直前 の 試行 か と い う違 い に よ る 影響 を検討

す る こ とが 可能 に なる。

　 2 ）また
， 言語的 ・非言語的なや りと りの 影響 を除

くため に ， 課題遂行中の 発話 は禁ず る とともに ， 相手

の 遂行状況 に直接働 きか け る こ とを禁．1ヒす る。 こ の状

況 で も試行 と他者観察の 交替の効果が 得 られ れ ば ，
こ

の 効 果 は言語的 ・非言語的なや り と り に媒介さ れ た も

の で は な い こ と が 示 さ れ る 。

　 3 ）さ ら に ， 試行 と他者観察 の 交替 に よ っ て 表 象変

化が 促進 され るか ど うか を，よ り直接 的 に 検討 す るた

め に ，洞察問題 を用 い る こ と と す る。先行研究 に よる

と，洞察問題 の 大 きな特徴 として ，

一
般 的な問題解決

と は異な っ て ， 解決者が もつ 自然な傾 向性に従 っ て 問

題解決 に 取 り組 む こ と が 妨害的 に働 く点が 知 られ て い

る （開 ・鈴木，1998 ；Knoblich，　Ohlss〔〕n，　Haider，＆ Rhenius，

1999 ；Ohl9．son ，1992）。 そ して ，こ の 自然 な傾向性 に よ っ

て作ら れ る制約が ， 解決 の 初期 に お い て は，解決 の 行

き詰ま り （「イ ン パ ス 」） を 形成す る 要因 とな る 。 し か し，

課題 に 取 り組む中で ，制約 に 従 っ た 問題解決 の 取 D組

み が 失敗 す る こ と を経験す る こ と に よ っ て
， 解決 を阻

害す る不適切な制約が次第 に緩和 され て い き ， 最終的

に は解決 に 至 る と考 え られ て い る。こ の こ とか ら ， 洞

察問題 の 解決 の 成否 に よ っ て
， 試行 と 他者観察の 交替

が表象変化に及ぼ す影響 を検討す る こ とが 可能 と考え

られ る。

　 また ，洞察問題 の 中 で も，T パ ズ ル に 関 して は，開・

鈴木 （1998）に よっ て 提 唱 された制 約 の 動的緩和理論 に

基 づ い て ， 解決過程 を詳細 に 検討 す る こ とが 可能 で あ

る 。 よ っ て ， 本研究で は ， T パ ズ ル を用 い て ， 試行 と

他者観察の 交替が ， 自然な傾向性の影響か ら逃れ て ，

適切な解法 を と る こ と を促進す る か ど うか とい う点を，

解決成績 お よび制約緩 和 プ ロ セ ス を指標 と して 検討す

る こ と に す る。

　以上 よ り ， 本研究 で は ， 試行 と他者観察 の交替 が表

象変化に及ぼ す影響を検討す る 。 よ り具体的に は ， 課

題 に 直接的 に 関わ る役割と，そ の 役割を と る他者の 活

動 を モ ニ タ ー
す る役割 と を交 互 に と る こ とが ，問題 表

象 を変 化 さ せ る こ と を必要 とす る 洞察問題解決 を促進

す る か ど うか を検討 す る。課題解決 の 指標 と して は，

解決率 お よ び解決時間を用 い る 。 加えて
， 制約 の 動的

緩和理 論 （開 ・鈴木、1998） に基 づ い て ， 試行 と観察の交

替 が ， 解決 を 阻 害 す る こ とが 明 らか とな っ て い る不適

切な制約を緩和す る こ と に 貢献す る の か ど うか とい う

点 に つ い て も検討 を行 う。

方 法

1 ．実験参加者

　関東圏の 大学生 60名が実験 に参加 し ，以下で詳述す

る 個人条件 ， 試行 ・他者観察ペ ア条件 ， 試行 ・自己観

察条件の 3条件の い ず れ か に ラ ン ダム に割 り当て られ

た 。 な お ， 試行 ・他者観察ペ ア 条件に割 り当て られ た

実験参加者は ， 同性の友人 1名 と
一

緒に実験に参加す

る よ う求め られ た。

2 ．課題

　 T パ ズ ル と呼 ばれ る図形 パ ズ ル （FIGURE　1） を用 い た。

具体的 に は， 4 つ の 木製 ピ ース を用 い て，完成 図 峡 際

の パ ズ ル の 3分 の 2 の 大 き さで 呈 示） と同じ形 を作 る よ う教

示 し た 。 な お ， 制限時間は 20分間と し た 。

3 ．条件と手続き

　個人条件 ， 試行 ・他者観察ペ ア条件，試行 ・自己観

察条件の 3 条件を設定し た。全条件 に 共通 の 教示 と し

て ，  実験 中 に は 発話 し な い こ と，  20秒 ご と に 合図

が あ る こ と
，   課題 遂行 中 は完成 図を参照 で き な い こ

と を伝 え た 。また，実験 中 の様 子 は 全 て デ ジ タ ル ビ デ

オ カ メ ラ に よ っ て記録し た 。 以下で は ， 条件 ご と の手

続 き に つ い て 述 べ る。

　個人条件 （15 名） 本条件の 実験参加者は， 1人 で 課

題に 取 り組む よ う求め ら れた 。

N 工工
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∠］一
FIGURE　I　 T パ ズル

　試行 ・他者観察ペ ア条件 （15 組 30 名 ） 本条件 の 実験

参加者は，RGURE 　2（a ）に 示 した 環境 で ，2人 で
一

緒 に

課題 に 取 り組 む よ う求 め られた 。
こ の 環境 で は ， 2人

の 実験参加者 は並ん で 座 る が ， 間に仕切 りをお くこ と

で ，パ ー
トナーの 様子 を直接見 る こ とが で き な い よ う

に な っ て い た 。
こ れ は ，

パ ートナ ー
の 作業を観察す る

際に ， 斜め か ら ピース を見る こ とが ヒ ン ト と して 作用

す る こ と を防 ぐた め で ある。

　 貝体 的な教示 と して は ， 作業台 が 前 に 置 か れた実験

参加者 は ピー
ス を実際 に 動 か しなが ら賦 行），もう

一
方

の 実験参加者 は ，正 面 に 配置 さ れ た デ ィ ス プ レ イ を見

なが ら（他者観祭 ），どの ように して パ ズ ル を完成 さ せ れ

ばよい か を考 えるよ う求め られた 。 なお ， 正面 の デ ィ

ス プ レ イ に は ，
FIGURE 　2 （a ）に あ る よ う に ， 実験参加者

の 肩越 し に手元 を撮影 した映像を映し出した 。 よ っ て ，

デ ィ ス プ レ イ を通 し て 観察を行 う実験参加者は，試行

を行 う実験参加者 と ほ ぼ 同 じ視点 か ら T パ ズ ル の 配置

を捉え る こ と が で きた もの と考 えられる。また ，
20 秒

ご と の 合図 に 合わせ て ， レ
ー

ル を使 っ て 作業台 をパ ー

トナ
ー

に 手渡す こ と で
， 役 割を交替 す る よう教示 し

た
1。なお ，他者観察 か ら試行 へ と役割が交替 した時 に

は ，
パ ー トナ ーか ら 手渡 さ れ た状態 の ま ま試行 を開始

す る よ う求め た 。

　試行 ・自己観察条件 （15 名 ） 本条件 の 実験参加者 に

は，FrGURE　2 （b）に 示 し た 環境 で ，個人条件 同様， 1 人

で課題 に取 り組 むよう求 めた。ただ し，20 秒 ごとの 合

図 に 合わ せ て ，ピー
ス を実際 に動 か しなが ら考 える こ

と （試行 〉 と
， 正面 に 配置さ れ た デ ィ ス プ レ イ を 見な が

ら考え る こ と （自己観 察） を交互 に行 うよ う教示 し た 。

な お，この デ ィ ス プ レ イ に は，映像遅延呈示装置を用

い て ， 実験参加者自身の 試行の 様子 を肩越 し に 撮影 し

た映像を， 20秒遅 らせ て 呈示 した 。 ま た ， 試行 ・他者

観察ペ ア 条件 の 手続 き に 近づ け る た め に ，試行か ら自

己観察 に 切 り替わ る 際 に は ，
レ ール をつ た っ て ， 作 業

台 を脇 に移動させ
， 再び合図があ る まで は

一
切手 を触

〔a ）試行 ・他者観察 ペ ア 条件

ヨ　 1嗣・e ／・／ti／”　／uレ憩t／・輔孵目；・9／t　・
a　，，，匸匸叮，卩，沖　匸匸匸卩尸再　輒胛，，　a／tU匸叮　／／t轍輒／t　鳳d／／b　匹鳴　肋凧　F　顕　／s　席；n　／／　眞　冨／／／　t／　こ」，v　卿　騨　　こ　v　郎　；／／匝　”　眞　顕　／耳　寂　輙

野奄
厄
蝕

凧輙

“　岫賦　罰罰げ肖配

耳　h寂「膣h岫罰

／t　げ　tt／／／Pt ／／v　耳　／／v’　 t／耳　ゆ　　 ミ　強　’　 霞　ヨ　拶 E　謚

実験参加者

ビデ オ カ メ ラ

（b）試行 。自己観察条件

FIGURE　2 実験状況

れ な い よ う教 示 した 。な お ，こ の 条件 で は ， 上述 の 試

行 ・他者観察 ペ ア条件 と は異な り， 仕切 り を設置し な

か っ た。そ の た め，作業台 を脇 に移動 させ た後に パ ズ

ル の ピー
ス を斜め の 角度 か ら直接見 る こ と が 可能な状

況 で あ る と考え られ た 。 よ っ て ， 実験者が 実験参加者

の 視線 を常に チ ェ ッ ク し，観察時に は作業台で は な く，

モ ニ タ
ー

を見 る よ う促 した 。

1

　 試 行 と他者観察 〔も し くは 自己 觀察）の 交替の タ イ ミ ン グを

　設 定 す る ため，予 備実 験 を行 っ た。具体的 に は，交 替 の タ イ ミ

　 ン グ を 10秒 と 30秒 に 設定 し，本実験 と同 じ手続 きで ，各々 1

　組 の ペ ア に 課題 に 取 り組ん で もら っ た。また
， 課題終 ∫後 に は

　交替 の タ イ ミン グ に 関 し て感 じ た こ とに つ い て 自由記 述 で 回

　答 を 求め た 。 そ の 結果，1〔1秒 で は ピ
ー

ス を ま と t っ た形 で 動 か

　 すに は 短 く，30砂で は観察時 に 実験参加者 の 集中力が 途 切れ る

　可 能 性が あ る こ とが 示 唆 さ れ た。そ の た め，X 実験で は 試行 と

　観察 の タイ ミ ン グ を 中間の 20秒 に 設 定 し た。
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結 果

1 ．課題成績へ の影響

　試行 と他者観察 の 交替 が 洞察問 題解決 の 成績 に 影響

す る か ど うか を検討するた め に，まず，実験参加者 の

課題成績 を，制限時間 の 20分以 内 に 正 解に 達 した か ど

うか と い う点 か ら分類 した。そ の 後， 正解 に 達 し た 実

験参加者 に 関 して は，先行研究 （Su ・ uki ，：　liyazaki，＆

Hiraki，1999＞に な らっ て，制 限時間 を三 分割 した 「解決

（400秒以 内 ）」， 「解決（400〜800 秒）」， 「解決（800−−1200 秒）．］

の 3 つ の カ テ ゴ リ に分類し ， 全体 と し て は 4 つ の カ テ

ゴ リに 分類 した 。 な お ，上 述 の よ うに ，試行 の 総時 間

を統制す る た め に，試行 ・自己観察条件 で 得 ら れ た デー

タ は ， そ の まま比較 に 用 い るの で はな く， 個 々 人 が試

行 と自分 の 直前 の 試行 の 観察 を繰 り返 す架空 の ペ ア状

況 を表す修正値 似 下，「試行 ・自己観察 条件 （名義ペ ア修 正

値〉」と呼 ぶ こ と に す る）に 置き換え て 比較し た
2
。具体 的 に

は ， 以 下 の 手続 き を 用 い て ，修 正 値 を求 め た。  試行・

自己観察条件 に 参加 した 15名 か ら ペ ア を作 る状 況 を

考え る。結 果 と し て ， 15C2
＝105 組 の ペ ア が 構成さ れ

る 。   次 に
，

ペ ア を構成す る 2 名の う ち ， よ い 成績 ，

すなわち ， 短 い 時問で 正解に達 した 方の解決時間をペ

ア と し て の成績 と し て み な す。っ ま り， 2 人 の う ち，
一

方 が解決 で き ， も う
一一

方が 正 解 に 到達で きな か っ た

場合 に は ， 解決 で き た方の解決時間を ペ ア と し て の 解

決時間 と み な し ， 両者 が 解決 で き た 場 合 に は
，

よ り速

く解決で き た方の 解決時間 をペ アの 成績 と して み な し

た
3

〔条件 ご との カ テ ゴ リ分布 をF ［c．1．1　ttF．　3 に 示 す）。

　条件 に よ っ て 課題成績が異な る か どうか を検討す る

た め に ， Fisherの 直接確 率検定を実施し た と こ ろ ， 条

件 と課題成績 の 独立 1生の 仮定が有意 に 棄却さ れ た φく

．OOI）。ま た ， 残差分析の結果 ， 試行・他者観察 ペ ア 条件

で は ， 「未解決 」が少な く （z ＝−320．p〈 ．Ol），「解決 （400

秒 以 内）」が多 い （z ＝2．45，〆 ．05） の に 対 し，試行 ・自己

観察条件 （名義ペ ア 修 正値） で は ， 「未解 決」が多い と い

う こ とが 示 さ れ た （ζ 一2．59，ρく ．O！）。

：

　 試行・自己観察条件 （観測 データ）で は，1
一
解決 （400秒以 内）、

　が 2名 （llS．3％），「解 決 （400〜8DO 秒 ）」が 1 名 （6．7％〉，「解決

　 （800〜1200 秒）」が 0名 （O％ 〉，1
一
未解 決 」が ］2名 （80％） と

　い う分布で あっ た 。

a
　 試行 。自己 観察条件 （名義 ペ ア修正 値）の デー

タ 数 を ユ05 と

　 した ま まで 分析 を行 う と ，自由度が 増加 し，有 意な 結 果 が 得 ら

　 れ や す くな る。こ の影 響 を統制す る た め に ，他 の 2 条件同様 令

　体 デー
タ 数が 15 と な る よ う，試行 ・自己観 察条件 （名義ペ ア修

　正 値）の 各 カテ ゴ リの データ を全 て 7 で 割 っ た もの を分析に用

　 い た n

試行・自己観察

（名嚢ペア 修正値 ）

　 （15組）

試行 ・他者観＃ ペ ア

　 （15組〕

個人
〔15名）

■ 解決 （4CO秒以 内〕

団 解決 〔4DO −−80 ［）秒〕

日解決 （800〜1200秒 ）

ロ 未解決

O．0 　　　20．0　　40．0　　60、0　　80．0　　100．O　（％）

　FIGURE　3 解決成績 （条件別）

　以 上 よ り ， 自分自身で探索す る こ と とパ ー
トナ

ー
の

試行の 観察を交互 に 行 う こ と に よ っ て ，解決率が 上昇

す る と と もに ，解決 に 要す る 時間 も短 くな る と い う形

で，洞察問題 の 解決が促進 され る こ とが確認 された 。

そ の
一

方 で ， 試行 と観察 と い う手 続 き は 同
一

で，観察

内容 が パ ー トナーの試行か ， 自ら の 直前の 試行か とい

う点だ け が異な る試行 ・自己観察条件 に お い て は，促

進効果 は 示 され な か っ た。よ っ て
， 試行 を中断 して 観

察 を行 う こ と を繰 り返 す とい う手続 きは ， 観察対象に

よっ て 効 果が異 な る こ とが明 らか とな っ た 。

2 ．制約緩和 へ の 影響

　開 ・鈴木 （IY98＞に よっ て 提唱 さ れた制約の動的緩和

理論 に よ る と， 洞察問題解決 に は ， 対象 レ ベ ル
， 関係

レ ベ ル
，

ゴ ール の 3 つ の制約が 関連 して い る 。 そ して ，

問題解決 の初期に は ， これ らの制約が 強 く働 い て い る

た め，イ ン パ ス が生 じ るが ，失敗を 重 ね る に 従 っ て 制

約が 徐々 に 緩和 さ れ て，ある時点 で 解決 に至 ると説明

さ れ て い る 。 本研究 で も こ の 理論 に 基 づ き， 試行 と他

者観察の 交替 の 影響 を制約緩和 の 観点 か ら検討 す る。

　 T パ ズ ル に おける制約 開 ・鈴木 （1998） に よ っ て ，

T パ ズ ル を解 く際 に は ， 以下の よ うな制約が働 い て い

る こ とが特定 され て い る 。

　  　対象 レベ ル の 制約　対象 レ ベ ル の 制 約 と は．

個 々 の 図形 の 捉 え 方 に 関す る も の で あ る。本研究で 用

い た T パ ズ ル 解決時 に は，五 角形 の 長辺 が 机 の ヘ リな

ど の基準線 と垂直もし くは平行 に なるよう に置 か れ る

と い う傾向が 顕著 に 見 られ る。 こ の こ と か ら ，
こ の傾

向 を 「対 象 レ ベ ル の 制約」 と定義 した 。 し た が っ て ，

五 角形 の 長辺が基準線に対し て斜め に な る よ う に 置か

れ た 場合 は ， 対象 レ ベ ル の 制約 か らの 逸脱 を表す と捉

え た 〔制約 に 従 っ た 置 き 方の 例 と逸胼 した 置き 方の 例をFIGURE　4

に 示 す）D

　  　関係レ ベ ル の 制約　関係 レ ベ ル の 制約 と は ， 図
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形間 の 関連 づ け 方 に関す る制約で あ る 。 本研究で 用 い

た T パ ズ ル 解決時 に は ， 五 角形 の ピ ース の くぼ み （ノ ッ

チ） を他の ピー
ス と接合す る傾向が頻繁 に 見 られ る 。

よ っ て ，こ の 傾向を 「関係 レ ベ ル の 制約」 と定義し た 。

こ の 制約 に 従 う と
，

ノ ッ チ と他 の ピース の 直 角部分 の

接合 が 頻 繁に 生 じるが ， 逆 に ， 五 角形 の 平行辺 と他 の

ピ
ー

ス の 斜辺 と の 接合 は 生 じ に くい こ と に な る。こ の

こ とか ら ， 五 角形の ノ ッ チ を埋 め る こ とな く， 五 角形

の平行辺の い ずれ か と他の ピー
ス の斜辺 と を接合し た

場合 に ，関係 レ ベ ル の 制約 か ら の 逸脱 を 表 し て い る と

考 えた （制約に 従 っ た 置 き 方の 例 と逸脱 した 置 き方の 例を FIG．

uR ビ 5 に 示 す ）。

　  　ゴール の制約　ゴ ール の制約 と は ， 「ゴ ール に対

する イ メージ で ある と と もに ， 現在の 状態 と そ の イ

メージ間 の 適合 の 度合 を 評価す る 関数 も含ん で い る

〔開 ・
鈴木，1998，p．71）」。

　 T パ ズ ル に お い て は，まさ に T

の 形 の イメ ージ に 対応 する。上述 の 2 つ の 制約 と は異

な り，
こ の 制約は ， 現状 と 目標状態 の ズ レ を評価す る

際 に影響 を及 ぼ す と考 え られ て い る。

　以上 を踏 まえて ， 本研究で は ， 1）対象 レ ベ ル の 制

約， 2 ） 関係 レ ベ ル の 制約各 々 か らの 逸脱 が どの 程度

生 じ る の か に加 えて ， 2 つ の レ ペ ル の 制約か らの 逸脱

が同時に 生 じて い る場合 に は，より緩和 の 程度が大き

い と考 え られ る こ と か ら， 3）両制約 か ら同時 に 逸脱

が 生 じ て い る 場合 の 3 点 に つ い て 検討 を行 っ た
4

。 な

  関係 レ ベ ル の制約に従 っ た例

（a ）対 象 レ ベ ル の 制約 に 従 っ た例

（b）関係 レ ベ ル の 制約 か らの 逸脱例

（b）対 象 レ ベ ル の 制約 か らの 逸脱例

FIGIIRE　5 関係 レ ベ ル の 制約 に 関す る 分類例

FIGURE 　4 対象 レ ベ ル の 制約 に 関 す る 分類例

お ，分析 に 際 し て は，20秒 を 1 つ の 試行 （ターム ）と し

て捉え， 制約緩和 の 程度 の 変化 が ， 条件 ご と に 異 な る

か ど うか を検討 す る た め に，解決 に 要 し た タ
ー

ム 中制

約 か らの 逸脱 が 見 られ た タ
ー

ム が 前半 ・後半 に お い て

何割見 られ るか を制約緩和 の 指標 とした。

　制約か ら の逸脱 と 課題成績 の 関連 の検討　条件間 の

比較に先立 っ て ， 各制約か ら の 逸脱の程度 と成績 と の

間に関連があ る か ど うか を検討 す る た め に，成績 と時

4
　 ビ デ オ の 記 録 状況 が悪 く，ピ

ー
ス の 動 きに 関 す る詳細 な検 討

　が 困難 な デ
ー

タ は 分析 か ら除外 した。除外 され た デ
ー

タ は，個

　 入条件 の 1名 分，試行 。自己観察 条件の 1 名分 と別の 1 名 の エ

　 タ
ーム 分 の デー

タ で あ っ た。

　 　 な お，課 題 成績 の 検討 と同様，制 約か らの 逸 脱 度 に 関 す る 分

　 析で も，試行 ・自己観 察条件 に 関 して は，名義 ペ ア修 正 値 を 使

　 用 し た。具体 的 に は．次 の 手続 き を用 い て 修正 値 を算 出 した。

　  試行・自己観 察条件 の 14名か らペ ア を 作 る状況 を 考 え る。結

　果 と し て ，1くC2＝91 組 の ペ ア が構 成 さ れ る。  次 に ，ペ ア を 構

　成 す る 2名 の うち，よ O短 い 時 間で 正 解 に 達 した 方の 解決 時間

　で
， 実験 が 打ち 切 られ た も の と 考 え た。  実験 が 打 ち切 られ る

　 も し くは制限 時間 の 20分間 が 経 過 す る ま で の タ
ーム の う ち，

　各 制約 か らの 逸脱が あっ た か ど うか を カ ウ ン ト し，
ペ ア と して

　 集約 した。な お ，どららか ら試行 を開始 したの か に よっ て ，2

　通 り の結果 が 想 定 さ れ る が ，そ の 2 通 りの 値 の 平均値 をペ ア の

　値 と し て 分析 に 使用 した。
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期を独立変数 ， 各制約か らの 逸脱割合を従属変数 と し

た 二 要因混合計画 の 分散分析を実施 した 懈 決の 成否お

よ び時 期 別 の 各制約 か ら の 平 均 逸 脱 割合 をTABLE　lに 示 す ）。 そ

の結果 ， 全 て の制約 に関して ， 成績 と時期の交互作用

が有意 とな っ た （対象 レ ベ ル ：F “．，118）＝4，81，P〈 ．05，関係

レ ベ ル ：F （1，118）＝ 16．18， p〈 ．01，両 レ ベ ル ：F （1，118）＝

32．63，　p 〈 ．Ol）e

　単純主効果 の 検定 を行 っ た と こ ろ ， 対象 レ ベ ル の制

約に関 して は ， 前半は成績の 単純主効果 が有意傾向で

あ っ た の に対 して 〔F （1，lis＞＝3．25、p＝．07），後半 に は有

意で は な く な っ て い る （F （1，118）＝0．18，　p ＞ ．10）。ま た
，

解決群で は時期 の 単純 主効果が有意 で ない の に 対 して

（F （1，11S）72 、50，p ＞ 、10）， 未解決群 で は 有意 とな っ て い

る （F （1，118）− 32．49，p ＜ ．01）。 以 上 よ り ， 対象 レ ベ ル の制

約に関 し て は ， 前半に解決群 と未解決群で緩和の程度

に 若 干 の 差 が あ る もの の ，後半 に は未解決群 で も 同程

度の 逸脱 が 生 じて お り，そ の 緩和 の 程度 と成績 に は明

確な 関連 が 見 られ な い と い う こ とが 示唆 さ れた。

　そ れ に 対 し て
， 関係 レ ベ ル の 制約 ，

お よ び対象レ ベ

ル と関係 レ ベ ル の両制約か らの 同時 の 逸脱 に関し て は ，

どち らも， 前半 は 成績の 単純主効 果が有意 で は な か っ

た の に対 し て （関係 レ ベ ル ：F （1，118）− O，22， 両 レ ベ ル ；F

（1，118）＝O．88， と もに p ＞ ．le），後半 に は有意 とな っ て い

る （関 係 レ ベ ル ；F （1．118）＝lLOI ，両 レ ベ ル ：F （1，118）＝

30．10，と もに p＜ ．O／）。 以上 よ D，関係 レ ベ ル の 制 約 か ら

の逸脱お よ び ， 対象 レ ベ ル と関係 レ ベ ル の制約か らの

同時の 逸脱 に 関 し て は，解決群 で 後半 に 逸脱割 合 が 高

くな る とい う成績 と の関連が示 さ れ た 。

　制約 か らの 逸脱 に つ い て の条件間比較　以上 を踏 ま

え て ， 条件 に よ っ て制約緩和の程度が 異な る か ど うか

を検討す る た め に ， 時期 と条件を独立変数 ， 各制約か

らの逸脱割合を従属変数 と し た 二 要因混合計画の 分散

分析を実施 した （条件 お よ び時期 別 の 各制 約 か ら の 半 均 逸脱

割合 をFIGURE　6〜Flc，URE 　8 に示 す ）。そ の 結果，対象 レ ベ ル

の 制約か らの 逸脱 お よ び両制約 か らの 同時 の 逸脱 に 関

して ，時期 と条件 の 交互作用 が有意 とな っ た 〔対 象 レ ベ

TABLE 　1　課題成績 と時期別制約逸脱 割合

ル ： F （L，117＞− 3．72，P〈 ．es，両 レ ペ ル ：F （L，ll7）＝ft．16，

p＜．Ol＞。 また ， 関係 レ ベ ル の制約か らの 逸脱 に 関して

は ， 時期 と条件の 交互作用 が有意傾 向 で あ っ た （F （2，

工17）＝2．83，p＝．06）o

　時期 と条件の 交互 作用 が有意 とな っ た も の に っ い て，

単純 主効果 の 検定 を行 っ た と こ ろ
，

ま ず ， 対象 レ ベ ル

の制約に関 して は， 前半 ， 後半 ともに ， 条件の 単純主

効果が有意 とな っ た   半 ：F （Z1171＝5．92，　p 〈 ．01，後 半 ：

F （2，117）＝ 4．D2，　p〈 ．（，5）。　多重 b匕較　@（ Bonferroni 法）　α）

果，前 半では 試行・他者観 察ペア条件で他の条 件

比 較して逸脱割合 が 有 意 に 高い こ と が 示 された （個

条件 と ワ）比較：p〈． Ol ，試行・自己 観察条件 （名義 ペア修正

）との
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比較 ：p〈 ．05）。それ に 対 して ，後半 で は ， 個人条件 に比

較 して ， 試行 ・自己観察条件 〔名義 ペ ア修正値） で の 逸脱

割合 が 有意 に高い （p〈 ．05） と い う差し か 見 ら れ な か っ

た 。ま た ， 条件別 に時期 の 単純 主 効果 を検討 した と こ

ろ ， 試行・自己観察条件 （名義ペ ア修正 圓 で の み，時期

の 単純主効果 が有意 と な り（F （1，117＞
− 36．70，〆 ．01）， 後

半 で よ り逸脱割合が 高い と い うこ とが 示 さ れ た 。

　 次 に ， 対象 レ ベ ル と関係 レ ベ ル の制約か ら同時に逸

脱 を示 す 割合 に関し て 単純 主 効果 の 検定 を 行 っ た と こ

ろ ， 前半 ， 後半 と も に 条件 の 単純主効果 が 有意 とな っ

た （前 半 ：F 〔2，117）− ll．18，後 半 ：F （2，117）＝13．83 と も に

p 〈 ．OD 。多重比較 （BQnferr。ni 法 ）の 結果 ， 前半， 後半 と

もに ，試行 ・他者観察 ペ ア条件が他の 条件に 比較 し て

逸脱割合 が有意 に 高 い こ とが示 さ れ た （す べ ての 比 較 に

お い て ρく ．OD
。

　 な お ， 条件 と時期の交互 作用が 有意 とな ら なか っ た

関係 レ ベ ル の 制約か ら の 逸脱 に 関 して は ，条件 の 主効

果 〔F （1，117）＝10．99．p ＜ ．01） お よび時期 の 主 効 果 〔F

（Ll17）＝69．・to．ρく ．〔〕1）が 有意 とな っ た。条件問 の 差 に つ

い て は，試行 ・他者観察 ペ ア 条件 が 他 の 条件 に比較 し

て 有意 に 逸脱割合 が高い と い う こ と が 示 さ れ た （B 〔m ・

ferreni法 に よ るい ず れ の 比 較 に お い て も p〈 ．OD
。 また ， 時期

に 関 し て は ， 後半 に お い て 逸脱割合が有意 に 高か っ た

（カ〈 ．01）。

　以上 よ り， 試行 と他者観察 の 交替 に よ っ て ，解決 と

関連 の 強 い 制約 の 緩和 が 促進 さ れ る こ とが 示 さ れ た
。

そ の
一

方で ， 試行 と観察 を交互 に 行 う と い う点は共通

で も，観察対象 が 他者 で は な く， 自 ら の 直前 の試行 と

な っ た 場合 に は
， 制約か らの 逸脱 が 促進 さ れ る わ け で

はな い とい う こ とが明 らか と なっ た 。

　な お ，こ れ ら の 結果 の う ち ， 試行 ・他者観察ペ ア条

件 で 見られ た促進効果は ， 先に 示 し た課題成績へ の 影

響 と整合的で あっ た 。す な わ ち，試行 ・他者観察ペ ア

条件 で は ， 問題解決 に と っ て 不適切 な制約か ら の 逸脱

が 生 じやす くな っ た結果 として ， 短 い 時間 で 正解に 到

達 で きた と解釈 で き る。

考 察

1 ．結果の まとめ

　本研究で は ， 自分自身で 課題 に 取 り組 む こ と と ， 同

じ問題に 取 り組む 他者 の 様 子 を観察す る こ と が 問題解

決 に 及 ぼ す 影響 を実験的 ア プ ロ
ー

チ に よ っ て 検討 した。

具体 的 に は，洞察 問題 の
一

つ で ある T パ ズ ル を用 い て ，

解決 の 成否 お よび所要時間 を指標 と して 課題成績 へ の

影響 の 検討 を行 っ た。加 え て ， 制約 の 動 的緩和理 論 欄 ・

鈴 木、199S）に 基 づ い て ，解決 プ ロ セ ス へ の 影響 を検討 し

た 。 そ の 結果，以下 の 2 点が明 らか とな っ た 。

　 1 ） 自分 で 問題 に 取 り組 む こ と と ，
パ ー トナ ーの取

り組 み の 観察 と を交互 に 行 う こ と に よ っ て ， 言語的 ・

非言 語的 なや りと りがな くて も，解決を阻害す る制約

の緩和が 促進 さ れ ，結果 と して ，洞察問題解決 が 促進

さ れ る 。

　 2）自分 で 問題 に 取 1）組 ん だ後 ， その 取 り組み に つ

い て 観察す る こ と を繰 り返 して も ， 制約の緩和を促進

す る こ と に は な らない
。

2．結果の解釈

　 そ れ で は ， 本研究で 得 られ た 上記 の 結果 は，どの よ

う に 解釈で き る だ ろ うか 。

　
一

つ の 解釈 と し て は ，観察す る こ と に よ っ て 得 られ

る情報 内容 の 影響 を考 え る こ と がで き る 。 す なわ ち ，

自分 自身 の 直前 の 試行 を観察 す る 場合に は ， 既 に 試行

中 に 目に した情報 を再 び観察 す る こ とに な る た め ， そ

の パ タ ー
ン の出現 が そ の 後も高め られ る こ と に な る 。

そ の 結果，制約 の 影 響を 受 け た特定の パ ター
ン か ら抜

け 出 す こ とが 困難 と な り，洞察が 生 じ に く く な る。 こ

の解釈は 洞察問題解決 の 途中で ， 自分自身 の 直 前 の 試

行を言語的 に 振 り返 る こ とが 妨害的 に 働 く こ と を示 し

た Schooler
，
　Ohlsson

，
＆ Brooks （1993＞ の研究結果 と

も整合 的で ある。本研 究 で は，Schooler　et　al．（1993）

と は 異 な り，観察時 に 言語的 な説 明 を求 め て い な い も

の の
， 同様の プ ロ セ ス が 自発的に 生 じ た可能性は否定

で きな い 。

　そ れ に 対 し て ，他者 の 試行 を観 察す る 場合 に は，自

分の試行 と は異 な るパ タ
ーン が 出現する 。 こ の 他者 の

遂行で 見 ら れ た パ ター
ン を 手 が か りと して ，次 の 試行

で は ， 自分 自身 の 以前 の 遂行 と は 異 な る パ ターン が 生

じや す くな る。そ の 結果，制約 か ら逸脱 したパ タ
ー

ン

が 生 じ る可能性 が 高まり，解決 に至 りやす くな っ た の

で は な い だ ろ うか
。

　また ， 別の解釈 と し て は ， 観察の情報源 の影響を考

え る こ と が で き る 。
つ ま り ， 自分自身の 遂行 に 関し て

は ， そ の 取 り組み の 様子 を観察す る 際 に も，確証的 に

捉えて し ま うた め，別 の 視点が 取 りに くくなる。その

結果，観察を行 っ た と し て も，制約 か らの 逸脱 が 促進

され る こ とはな い 。

　それ に 対 して ，他者 の 遂行 として 観察す る 場合 に は ，

自分 の もの として 捉 える 場合 に 比較 して ， 懐疑 主義的

に 捉え る傾向が強ま る の で ， その 結果 ， 別の解釈を行

う こ とが容易と な る 。 そ の た め，そ れ ま で の 試行で 生

じ た パ ターン に 固執 す る 傾向が 減 じ ら れ ， 制約 か ら の
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逸脱 が 促さ れ，結果的に解決 が促進 され る の で は ない

だ ろ うか 。

　 こ の 情報源 の 影響 に つ い て は，Schunn　 ＆　 Klahr

（1993〕 や清河・植田 ・岡田 （2004＞ に よ っ て 指摘 さ れて

き て い る 。 具体的に は ， 同じ内容で あ っ て も， 自分 の

もの と し て 評価 す る の か ，他者の も の と して 評価す る

の か に よっ て ，評価 の あ り方 が 異 な り ， 他者の も の と

して 評価 した方 が，懐疑主義的 な評 価が な さ れ や す く

な る と い う指摘で あ る 。
い ずれの 研 究 も

，
ル
ー

ル 発見

課題 を用 い た検討 で あ る た め ， 厳密 に は本研究 で の 課

題状況 と は異な る が ， と もに
一

旦形成した不適切 な仮

説 を別 の 仮 説 に 変更 す る こ と が 求 め られ る状況を設定

し て い る こ とか ら ， 本研究で 用 い た洞察問題 と も特徴

を共有 し て い る と考 え られ，同様 の 効果 が 生 じた と し

て も不思議 で は な い 。

　以上 ， 2 つ の解釈に関して は ，現時点 で 得られたデ
ー

タ だ け を も とに し て 評価す る こ と は 困難で あ る。今後

は ， 試行 と他者観察 の 交替 に よ っ て 問題解決の促進効

果 が な ぜ生 じ る の か と い う点 に つ い て 検討を行っ て い

くこ と が 必要 で あ る。

3 ．今後の 課題

　 前節で 述 べ た 試行 ・他者観察 に よ る 問題解決 の 促進

効果 の 生起メ カ ニ ズ ム の解明 に加え て ， 今後の課題 と

して は ， 以下の 4 点が挙げられ る。

　 自然な協同状況 との 比較　本研究 で は ， 個人条件 お

よび 試行
・自己観察条件の 名義ペ ア修正値を 比較対象

と し て，試行 と他者観察の交替が洞察問題解決を促進

す る こ と を確認 した 。こ の こ とか ら，個人 で 問題 に 取

り組 む場合 お よび， 2名の 問題 解決者が 相互作用 の な

い 状況 で ，試行 と 自己観察 を交 互 に 行 う場合 と比 べ る

と
， 試行 と他者観察 の 交替 を行 う協 同状況 が 洞察問題

解決 を行 う上 で 効果的 で あ る こ とが 示 された と言 える。

しか し， 自然な協同状況 との比 較を行 っ て い な い こ と

か ら ， 言語的な相互 作用 や直接的な他者の 遂行 へ の介

入 を含ん だ協同 と比較し て ， 試行 と他者観察の交替が

単独 で も つ 促進効果が ど の 程度の 大き さ で あ る の か に

つ い て は 明 らか で は な い
。 こ の 点 に つ い て は，今後検

討 して い く必要 が ある 。

　 交替 の 仕方の 影響 に 関する検討　本研究 で は，自分

自身 で 課題 に 取 り組む こ と と，
パ ー トナーの 取 り組 み

を観 察す る こ と を，20 秒 とい う比較的短 い 時問間隔 で

強制的 に交替 さ せ た。

　 Shirouzu　et　al．（2002） で は ， 自然に 生 じ る役割の交

替 に よ っ て，異な る解法へ の シ フ トが 生 じ る こ とが 示

され て い た が ，教 示 に よ っ て 役割 の 交 替 を 強 い た 場合

に も，同様 の 効果 が生じ た こ と か ら，交替 の 自発性は ，

促進効果の 生起 に と っ て 決定的な要因 で はな い こ とが

うか が え る 。 今後 は ， 交替の 時間間隔やタイ ミ ン グが ，

試行 ・他者観察 の 効果 に 影響す る か ど うか に つ い て 検

討す る こ とで ，効 果 の
一般性 を確認し て い く必要があ

る。

　他の 課題へ の 影響　本研究 で は
， 同 じ問題 に 取 り組

む 二 者間で の言語的なや りとりを完全 に 排 除 して い た

に も か か わ らず，自分 自身 で問題 に 取 り組 む こ と と，

パ ー
トナ

ー
の 取 り組み を観察す る こ と を繰 り返すだ け

で ，問題解決 が 高 め ら れ た 。しか し，本研究で 用 い た

T パ ズ ル を例 と した 図形パ ズ ル は ，解決 に とっ て 言語

が必須 の情報 とさ れて い な い ため ， そ の 点 が 効果 の 発

現 に 関わ っ て い る可能性がある。

　 Schooler　et　al．（1993 ） に よ っ て ， 自分の 思考 に 関し

て 言語的な説明 を行 う こ と は ， 洞察問題 と非洞察問題

で 異 な る影響 を生 じ さ せ る こ と が 示 さ れ て い る 。 具体

的 に は ， 洞察問題 で の み ， 言語 的な説明 が 妨害効 果 を

生 じさ せ る こ とが見出 され て い る。 こ の こ とを裏返 す

と，洞察問題解決時に言語的 な情報を媒 介 させ な い こ

と が む し ろ プ ラ ス に 作用 した 可能性が 考え られ る 。

　 よ っ て ，今後は，言語情報が 必須 と な る よ うな課題

や非洞察課題 に お い て も，本研究 で 得 られ た の と 同様

の 効果が得 られるか ど うか を検討し て い く必要が ある 。

　 内省 （reflectl・ n ）の 効果 に 関する先行研究との 矛盾解

消　本研究で は
， 試行 と 観察 を繰 り返 す と い う手続 き

は同
一一

で も， 観察 内容 を自己 の 直前 の 試行 と し た 場合

に は ， 促進効果 が得 られ な か っ た 。こ の 結果 は，試行

を 一旦 中断 し ， 自ら の 試行 を振 り返 る と い う内省

（reflection ｝が 問題解決に お い て有効 な こ と を示す知見

（Berardi ．Coletta，　Don ユinowski ，　Buyer ，＆ Reliinger．1995 ；

Berry ＆ Broadbent ，1984 ；Gagne ＆ Smith，1962 ；Wetzstein＆

Ilacker，2004） と は矛盾す る知見 で ある。こ の矛盾を解

消す る手が か りを探 っ て い くこ と も今後 の 課題 で あ ろ

う。

お わ り に

　本研究で は ， 個人で取 り組ん だ場合に は ， 特定の見

方に 固着し て し ま うこ と が 予 想さ れ る課題 に関 し て は ，

自分 自身 で 問題 に 取 り組 む こ と と， 同 じ問題 に 取 り組

む他者 の 様 子 を観察す る こ と を繰 り返 す こ とが 有効 と

な る こ とが明 らか と な っ た。注 目す べ き は，観察対象

と な る他者は必ず しも 「お手本」 となるような優れた

遂行者で あ る必要が な い と い う点 で あ る。 こ の 点 は ，

観 察学習 に 関 す る 研究 （Bandura ，1986 ； Schullk，19S7 ；
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Webb ＆ Farivar，1994〕 で 示 さ れ て きた知見 と は大 き く

異な っ て お り，新し い 観察の 影響 プ ロ セ ス を捉 え て い

る と言え る。

　 冒頭 に も述 べ たよ うに ， 学級環境で は ， 自分 と同 じ

問題 に 他者 が 取 り組む状況が頻繁 に 生 じ て い る と考え

られ る 。 しか し ， 多 く の場合，他者が 問題 を解 く様子

を観察す る場面は ， 正解で きた者が で きて い な い 者 に

対 して解決過程を披露 す る，もしくは，多様 な解法 を

検討 し合 うと い っ た状況 に 限定さ れ て い る の で は な い

だ ろ うか 。もちろん，こ の ような他者観察の 形態 も有

効 で はあ る が ， そ れ ら に加え て ， 本研究で 示 さ れ た よ

うに ， 必ずしも 「お手本」 と は い えな い 他者 の 様子 を

観察す る場面を設定 し て い くこ と も有用 で あ る と考 え

られ る 。 本研究 で 得 られ た 知見を授業場面に お い て 具

体的 に ど の よ うな形 で 活用 して い け ば よ い か に つ い て

は，今後，実際 の 教室場 面 を対 象 と した 事例 の 積 み 重

ね に よ っ て明らか に して い く必要が あるだ ろう。
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　The　present　article 　reports 　an 　experilnental 　examination 　of 　effects 　of　role 　exchange 　betsK，een 　doing　a　task
and 　observing 　others 　doing　the　task，　Qn 　insight　prob 玉eln −solving ．　 Undergraduates　were 　randomly 　assigrled

to 工 of 　3　conditions ：solo 　trial，　trial　arユd　other
−
observation 　pair，　and 　solo 　trial　and 　self

−
observation ．　In　the

solo 　condition （N ＝15），　the 　participants　were 　asked 　to　solve 　a　T 　puzzle　alone ．　 ln　the　tria！and 　other
−

observation 　pair　condition 　（15　pairs｝，　 each 　pair　of 　pa1
’ticipants　was 　reqtdred 　tc） carry 　out 　the　task　by

alternating 　every 　20　seconds 　the　role 　 of 　working 　with 　the　pieces　and 　the　ro ］e　Qf 　watching 　the　partner
’
s

performance．　 Irl　the　trial　and 　self−observation 　conditiQn （N ＝15　solos ），
　the　participants　were 　instructed　to

alternate 　the　salne 　roles 　within 　an 　individua！as 　ill　the　trial　and 　other −observation 　pair　condition ．　 That　is
，

they　were 　required 　to　work 　with 　the　pieces　and 　to　watch 　their　own 　performance　alternately ．　 Solution　rates
and 　sQlution 　processes　were 　compared ，　based　on 　the　dynamic　constraint 　 relaxation 　theory 　proposed ．　by
Hiraki　and 　Suzuki（1998）．　 The　results 　showed 　that　role 　exchange 　between　doilユg　a　task　and 　observing

others 　doing　the　task　had　a　facilitative　effect 　on 　insight　problem
−
sて）！ving ，　whereas 　rQle 　exchange 　within 　an

individual　 did　 not ．

　　　Key　Words ：insight　problern−solving ，　exchange 　between　task −doing　and 　observing 　others ，　collaboration ，
dynamic　constraint 　re！axatiorl 　theory
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