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原著 〔実践研 究〕

学習方略 は教科 間で い か に転移 す る か

「教訓 帰納 」の 自発 的な利 用 を促す事例研究 か ら

植 　阪　友　理
＊

　 自己学習力の育成 に は ， 学習 方略の 指導が有効で あ る 。 中で も ， 複数の教科で利用で き る教科横断的

な方 略 は，指導 した教科以外 で も活用 で き る た め有用 で ある。指導さ れ た学習方略を他 の 教科や 内容 の

学習 に 生 か す こ と は 「方略 の 転移 」 と呼 べ る。しか し ， 方略 の 転移 に つ い て は，従来 ，ほ と ん ど検討 さ

れ て きて い な い 。そ こ で 本研究 で は ， 方略 の 転 移が生 じた認知 カ ウ ン セ リ ン グの 事例 を分析 し，方略 の

転移が生 じ る プ ロ セ ス を考察 す る。ク ラ イ エ ン ト は 中学 2 年生 の 女子 で あ る。非認知主義的学習観が不

適切 な学習方法を引き起 こ し ， 学習成果が長期問に わ た っ て 得 られな い こ とか ら， 学習意欲が低 くな っ

て い た 。 こ の ク ラ イ エ ン ト に 対 し て教訓帰納 と呼ば れ る学習方略 を ， 数学 を題材 と して 指 導 し ， さ らに ，

本 人 の学習 観を 意識化 さ せ る働 き か け を行 っ た 。 学習 方法の改善 に よ っ て 学習成果 が 実感 で き る よ う に

な る と ， 非認知主義的学習観か ら認知主義的学習観 へ と変容が 見られ ， そ の後 ， 数学の 異な る単元 や 理

科 へ 方略が転移した こ と が確認さ れ た 。学習方略 を規定す る学習観が変容 し た こ と に よ っ て ， 教科間で

方略 が 転移 し た と考 えられ た 。ま た ，学習者 同士 の 教 え 合 い が 多 い と い う ク ラ イ エ ン トの 学習環境 の 特

徴 も影響 した と考 え られた。
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問題 と 目的

自己学習力に関する実践上 の 問題

　自己学習力の育成 は ， 教育の重要な 目標 の
一

っ で あ

る （波 多 甄 1980 ；市川 ，1995）。自己 学習力 と ほ ぼ 同 じ意

味で使われ る語 として ， 自己教育 力や 自己統制力 な ど

が挙 げられ るが， ともに 以下 2 つ の 意味合 い を含 ん で

い る と 考 え られ る。 1 つ 目 は，学習全体 の 目標や計画

を 自ら立 て ， それ を実行 し， 評価す る とい う学習全体

を進 め る力で あ る 。 2 つ 目は ， 具体的 な学習場面に お

い て っ ま ず き が生 じ た 時 に ， 自 らの つ まずき の 原 因に

自覚的に な り， 修正 す る と い う個々 の学群を進 め る力

で あ る。

　 自己学習力 の 重要性 は 古 くか ら指摘 さ れ て い る もの

の ， 学習者 が十分 に こ れ らの 力 を獲得 して い る とは言

い 難 い 。 なぜ な ら ば，認 知心理学 を生か し た 個別 学習

相談 で あ る認知カ ウ ン セ リ ン グ （市 川，1993，1998）の 事例

な ど か ら「勉強 の や り方 が 分 か ら な い 」 「一生懸命 に 勉

強し て い る も の の ， 成績 に結び つ か な い 」 と訴 え る学
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習者が多い こ とが指摘 さ れ て い る か らで あ る 。

　学習上 の 悩み を抱 え ， 自己学習力が十分 とは言えな

い 学習者に対す る支援 に は ， 学習内容 を教え る の み な

らず ， 学習方法 に つ い て 指導す る こ とが有効で あ ろ う 。

学習方法 に 関す る知識や ス キ ル は ， 自己学習力を構成

す る重要な要素で ある と され て い る （市川，2004 ）。

　 しか し，瀬尾 （2007＞は，学校現場 を対象 とした学習

法 に 関す る 調査結 果 を踏 ま えて 「学習 の 手引き 」 を作

成して 配布す る とい っ た試み は行 われ る よう に な っ て

き て い るもの の ， 自己学習力 の 育 成に つ なが る長期的

か っ 継続 的な指導 に は 必 ず し も結 び つ い て い な い こ と

を指摘 して い る 。 学校教育の 中で は ， 学習内容に つ い

て の 指導 が 中心 で あ り， 学 習方法 に 関 す る指 導が十分

に 行 われ て い る と は 言 い 難 い の が 現状 と 言 えよう。

学習方法 の指導に関する研 究上 の 問題

　教科横断的方略の 有用性　効果 的 な学習方法 を考え

る 上 で 参考 に な る 心理学的な知見と し て ，学習方略研

究が 挙 げられ る 。 学習方略 と は ， 「学習 の 効果 を高め る

こ と を 目指 し て意図的に行 う心 的操作あ る い は 活動」

と定義さ れ る （辰野，1997 ）。 効果的な学習方略を意識的

に 身に付 け る こ と に よ っ て ， 学習方法が 改善さ れ る こ

とが期 待で き る 。
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　学習方略研究を概観する と ， 特定の教科に お い て使

用す る 目的で 提案さ れ た 方略 と，複数 の教科に お い て

使 用す る 目的 で 提 案 さ れ た 方 略 の 2 つ に 大 別 で き る

（レ ビ ュ
ー

と し て 瀬尾 ・植阪 ・制 rl，2008）。 教 科固有 の 学習

方略 の 例 と して ，Polya （1945）が 提案 し，　 Schoenfeld
（エ985）らが 実証 的検討 を行 っ た ヒ ュ

ーリ ス テ ィ ッ ク ス

が挙 げ られ る。こ こで は ， 数 学的問題 解決 に お け る方

略 と して 「変数 の 少 な い 似 た 問題 を 考 え よ」「下位 目標

を設定せ よ」な ど が示さ れ て い る 。

一方 ， 複数の 教科

で利用可能な学習方略の例 と し て ，「学習内容同士の 関

連 を考え な が ら覚え る （体 制化 方 烙）」 と い っ た 方 略 や
，

本研究で 取 り上 げる　 「こ の 問題 を や っ て み た こ と に

よ っ て何が わ か っ た か を教 訓 と し て 引 き出 す 徽 訓帰

緲 」な ど が 挙げら れ る 。
こ れ らの 方略は 「教科横断的

な方略」 と呼ぶ こ とが で きる 。

　様々 に 提 案 され て い る方略 の 中 で も教 科横断的な方

略の指導は ， 特定の教科の み な らず他の教科の学習 に

も生 か す こ とが で き る た め ， 特に有用で あ る 。 指導 し

た 方略が ， 指導 した 単元 や教科を越 えて利用さ れ る よ

う に な る こ と は ， 「方略の 転移」と言 えるだ ろ う。方略

が 転移す る こ と に よ っ て ， 特定 の 教科 に お け る指導 が ，

学習全体 の 質 の 向上 に つ な が り，学習改善 を図 る こ と

hsで きる と考え られ る 。

　方略の転移に関 する議論の 欠如　学 習方略研究 で は ，

方略利用 の 規定因 に つ い て も検討 さ れ て い る。例 えば ，

学 習者 の 動機づ け要因 （e、g．，　ElliotT　McGregor ，＆ Gable，

199．・9 ；伊 藤，1996）， 学習に対す る学習者の信念で あ る学

習観 （e．g．，市川 ・堀 野 ・久 保，1998 ；植 木，2QO2）， テ ス ト形

式 の違 い （村 山 ，
2003）な ど， 学習者内外の様々 な要因が

挙 げ られ て い る 。 さ らに ， 読解や 数学的問題解決な ど ，

様々 な領域 に お い て 方略の 利用 を 促 す 介 入 研 究 が 行 わ

れ て お り， 学習 を促進す る こ と が 示 さ れ て い る （レ

ビ ュ
ー

と し て Dignath，　Buettner，＆ Langfeldt，2008 ；Pintrich，

2003 ；植 阪，匠「F乕野中）o

　 しか し，従来 の 研究 で は，先述 した よ うな 「方略 の

転移」 に つ い て は ほ と ん ど議論 さ れ て きて い な い 。す

な わち ，
こ れ ま で の 研究 は 方略 の 利用 を促 す介入研究

で あ っ て も， 算数・数学 ， 読解な ど， 特定の 領域 に 限 っ

て検討 し た 研究 が 中心 で あ り， 指導 し た 方略 が そ の 他

の 学習 内容 に お い て ど の よ うに 利 用 さ れ て い る か を明

ら か に した 研究 は ほ とん ど行 われ て い な い 。 また ， 指

導 した 方略が ，家庭学習 に お い て ど の よ う に 利用 さ れ

て い る か を検討 し た 研究 も ほ と ん ど 見 られ な い
。

　 さ ら に ， 教科横断的な 方略の指導は ， 学校現場か ら

は 提案 しに くい と い う特徴があ る 。 学習方 略と は ， 学

習内容が 複雑化 して くる中学校以降に特に 求 め られ る

もの で あ る。しか し， 中学校 以降は 教科担任制が
一

般

的 で あ る。こ の よ うな状況で は ， 教科横断的な方略の

指導は見過 ごされが ち とな る 。 なぜ な らば ， 他の教科

を指導 し て い る教師 へ の配慮な ど も働 き，特定 の 教科

の授業で取 り上 げ た 方略が ， ど の 教科で も共通 す る 学

習方法で あ る と強調 し に くくな っ て い る か ら で あ る D

　そ れ に 対し て ， 認知 心 理 学 を 専 門 とす る 研究者が 行

う認知カ ウ ン セ リ ン グ （市川，ユ993，1998）は ， 教科横断的

な 方略の 指導 に向い て い る と考 えられ る 。 なぜ な らば ，

複 数 の 教科 を担 当す る こ と も多 く， また心理学 を背景

と して い る こ とか ら ， 方略 を指導 す る とい う発想 を持

ちやす い た め で あ る。 こ の た め ， 認知 カ ウ ン セ リン グ

で は教科横断的な方略の利用を促 し た 事例が 少な か ら

ず行わ れ て き て い る 〔e．g．，井 手，20e4 ；篠 ヶ 谷，2006）。 し か

し ， カ ウ ン セ リン グ中 に 方略 を利用す る こ と に よ っ て

学習効果 を 得 た とい う報告 は 多 い もの の
，

カ ウ ン セ リ

ン グ外の家庭学習 な ど に お い て も，そ の 方略 を自発 的

に 使 うよ うに な っ た 事例 は，それほ ど に は多 くな い 。

特 に，指 導 した内容 と異 な る教 科 へ の 転移 は ， ほ とん

ど報告 され て い な い 。つ ま り， 学習方略 の 転 移に つ い

て は，それ らが 生 じ る プ ロ セ ス が 明 らか に さ れ て い な

い の で あ る 。

　 こ うした現状 を踏 まえ る と， 指導 した内容や教科 を

越 え て 教 科横断的な方 略 が 利 用 さ れ る よ う に な っ た数

少な い 事例 を分析 し ， 教科横断的な 方略に関す る指導

法 や ， 方略 の 転移が生 じ る条件 に つ い て 提案す る こ と

が 重要で あ ろ う 。 そ こで 本研究で は
， 教科横断的 な 方

略の
一

つ で あ る教訓帰納 に 焦点 を当て て指導 した結果，

他 の 教科 に も方略の 利用 が 転移 し た 認知カ ウ ン セ リ ン

グ の 事例 を 取 り上 げ る 。 こ の 事 例を分析す る こ と を 通

じ て ， 教科横断的な方略 の 転移 が 生 じるプ ロ セ ス を明

ら か に し，

一
つ の モ デ ル を提案 す る。さ らに ， 事 例の

考察 か ら， 方 略 の 転 移 を促 す学習者要因や指導法 の 特

徴 を検討 す る。つ ま り， 方略転 移の プ ロ セ ス モ デル を

提案 す る こ と と，方略転移 を促 す諸要因 を明 らか に す

る こ と が本論文の 目的 で あ る 。

本事例で着 目す る学習方略 ：教訓帰納

　 本事例 で は ， 教科横断的 な 方略 の 中 で も教訓帰納 に

着 目して 指導 を行 っ た 。 教訓帰納 と は ，
こ の 問題 をや っ

て み た こ と に よ っ て 何 が 分 か っ た か を教 訓 として 引 き

出す と い う学習方略 で あ る。具体的 に は，問題 解決後

に な ぜ 間違 っ た の か な ど を考え る 。 Ichikawa （2005 ）

は ， 教訓帰納 と は G｛ck ＆ Holyoak （1983 ）が 類推的転

移研究 に お い て提案 した ス キ ーマ 帰納を，
一

般的な学
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習方略 と して 拡張 した もの と考え られ る と述 べ て い る 。

ス キ ーマ 帰納 とは ， 問題 を解 い た後 に ， 表面的な特徴

を取 り除い た解法構造を意識的に 言語化し て お くこ と

を指す 。 事前に こ うし た こ と を行 っ て い る と ， 解法構

造が類似 し た 問題が 与え られ た と き の問題解決が 促進

す る こ とが 示 さ れ て い る （Gick ＆ Holyoak ，1983 ）。 つ ま

り，教訓帰納 と は ， 問題を解 き終わ っ た後に様々 な問

題 に使 える ル
ー

ル を教訓 と して抽出す る こ と に よ っ て ，

次 に 類似 の 問題 に 出会 っ た時 に 対処 し や す くす る試 み

と言える。

　教訓帰納 に関す る実証研究 として ， 寺尾 （1998）に よ

る研究や ，
Elllsらの研究 （ELIis＆ Davidi，2005 ； Ellis，

Mandel ，＆ Nir，20〔ゆ が 挙げ られ る 。 EIlis＆ Davidi（20e5）

は ， After−Event 　Reviews （AERs ） と い う呼び名で ，

認 知カ ウ ン セ リ ン グ と は 異 な る 文脈か ら同様 の 方略 を

提案 して い る 。 こ れ まで の 研究か ら ， 教訓帰納を促す

こ と に よ っ て ，学習効果 が 得 ら れ る こ とが 示 さ れ て い

る。例 えば寺尾 ｛1998）は ， 追 い つ き問題 と呼 ばれ る代

数文 章題 を用 い て検討 を行 い ， 教訓 帰納を促 した条件

で は，促 さな い 条件 に 比 べ て 事後の 同型問題 で の 正 解

率が 高 くな る こ と を示 し て い る 。
ま た

，
よ り質 の 高 い

教訓 を抽 出 した場 合に は ， より正解 に 結 び つ きやす い

こ と も合わ せ て 示 し て い る。

　 しか し ，
こ れ まで は ， 実験者が教訓帰納 を行 う よ う

に促した場合 に ， どの ような効果が得 られ る の か を検

討し た 研究が中心 で あ っ た 。 こ の た め ， 参加者は教訓

帰納を身 に付 けた 状態 と は言い 難 い
。 す な わ ち ， 本研

究が 焦点 を当て て い る，家庭学習な ど に お い て学習者

が 自発 的に 方略を利用 す る よ う に な る た め の 指導法 や ，

方略の転移が 生 じる条件 に つ い て は ， 全 く検 討 され て

きて い な い 。こ うした理 由か ら，本研究 は従来の教訓

帰納研究 に 対 し て も示 唆 を与 え るもの と考 え る。

事例の 概要

クライ エ ン トと主訴

　本事例 の クライ エ ン ト似 下，c］〉は，都 内 の 公立 中学

校 に 通 う， 2年生 の 女子 で あ る。主 た る 悩 み は，一
生

懸命 問題 を解 い て い る も の の ，思 う よ う に 成績 に 結 び

つ か ず困 っ て い る と い うもの で あ っ た 。 数学 に お い て

顕著で あ り， 数学の 指導を希望 して き た 。 よ り具体的

に は ， 中学校 1 年生 の 半ば ま で は ， あ ま り勉強し な く

て もあ る 程度 の 成績が取れ て い た と い う。 しか し ， 1

年生 の 後半 か ら急激 に 成績 が 低 下 し， 2年生 の 夏休 み

前の 定期考査で は， こ れ ま で に な い 程勉強 した に もか

か わ らず ， ま す ま す低下 し て し ま っ た と の こ と だ っ た 。

「ど うや っ て 勉強した ら よ い の か 分 か ら な い し
， 自信

が な い 」 と訴 えて い た。成績 が上 が るまで 部活を休 ん

で い るとの こ とだ っ たが ， 部活 に復 帰す る め どが立 た

な い と元気が な か っ た 。

実施時期 と回数

　2005年 10 月か ら翌年 2 月 まで に計 9 回 の 個別指導

を行 っ た （10／22，　10／29，　11f5，エ1／12，11／エ6，12／17，1／28，2／4，2／

18）。 1 回 90分か ら 120分で あっ た 。

初期 の 診断的指導 と指導方針

カ ウ ン セ ラ
ー

に よるク ライエ ン トの問題 の 診断

　学習方法 の 問題 Clに お け る学習上 の っ まず き の

原因を診 断す る た め に ， まず ，
こ れ ま で どの よ う に学

習を進 め て き た か を ， カ ウ ン セ ラー 似 下 Co） との や

り取 り を通 じ て 明 らか に し た 。 成績が 下が っ た こ と に

対 し て ど の よ う に対処 し た か を問うた と こ ろ ， 「と に か

くた くさ ん 問題 を解い て 何 と か し よ うと し た」 との こ

と で あ っ た 。ま た ，そ の 理 由 に つ い て も問 うた と こ ろ，

中学 1 年生 の 理科 の 学 習 で は うま くい っ た か ら と述 べ

て い た 。

　た だ し
， 学校 で 使 っ て い る 教科書や ノ ートを確 認 し

た と こ ろ ， 間違 っ た箇所 に 印 を つ け る とい っ た活動 は

行 わ れ て お らず ， 多 くの 問題 は解 く も の の ， 問題 を解

き終わ っ た 後に は ， あ ま り振 り返 りを行 っ て い な い こ

とが伺わ れ た 。 間違 っ た部分に赤で 正解 を書き 込 む こ

と も あ る が ， 時に は丸 つ け も し な い と述 べ て い た 。 間

違 っ た 理 由な ど を考え て い る か を 問 うて み た と こ ろ ，

全 く考え て い な い と 回答 し た 。 小テ ス トが 定期的 に実

施さ れ て い る との こ と で あ っ た が
， 「点数 が 悪 い の で ，

見た くもな い 」 との こ と で あ っ た。こ うしたや り取 り

か ら，学習成果 が 上 が らな い の は，た くさん の 問題 を

解 い て い る もの の
， 解 い た後 に 振 り返 りを行 わな い か

らだ と考 え られた 。

　第 2 回 に は ， 実際 の 問題 を解 か せ て 診 断的な指 導 を

行 っ たが ，
こ う した傾向は こ こ で も見 られ た 。

こ の授

業 で 題材 と した の は，Clが持参 した 問題 で あ る。分数

が 含 ま れた方程式 に つ い て ，「計算 す る た び に，答 えが

違 っ て し 豪 う」 と訴 えて い た 。 試み に 1 問解 か せ た と

こ ろ ， や は り不正 解で あ っ た 。 「解き方 を お 友達 に教え

る つ も りで説明 し て み て 」 と伝 え，書か せ な が ら再度

解か せ た と こ ろ ， 2度 目 に は 正 解 で あ っ た 。 と こ ろ が ，

な ぜ 1 度目は不正解で あ っ た の か を 自発的に振 り返 る

様 子 が 見 られ な か っ た。Co の 方 か ら「な ぜ
， 1 回 目は

間違 っ て しまっ た の ？」 と 問 い か け て も，首 を か しげ

て 頭 の 中 で 原 因 を考 え よ う と す る ば か りで
，

1 回目 の
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解答 と 2 回目の 解答 と を細か く見比 べ よ うと は し な

か っ た 。 Co が ノ ート を覗 き込 む様子 を見せ た と こ ろ
，

や っ と ノ ー
トをじ っ くり と見比 べ 始 めた。

C1　 「（し ば ら く眺 め て ）あ っ ，
こ こ が 10y に な っ て る」

Co 　「そ うだ よね。 こ っ ち は どうな っ て る ？」

Cl　 「
−6　y」

Co　「ど うして 10　y に な っ ち ゃ っ た ん だ ろ う？」

Ci　 「・…　　 マ イ ナ ス な の に プ ラ ス した 」

CD　 「そ うだ ね ， じ ゃ あ ， な ん で 間違 っ た か っ て こ

　　 と を ， ポ イ ン ト と し て 書い て お こ うか 。 」

C1 二 〔Co と共 に
“
符号 を間違 っ て しまっ て 計 算 ミ ス

”
と ノ

ー

　 　 トに 教訓 を書 き残 す ）

　 こ の ように ， 問題 を解 い て い る様子 か ら も，問題 を

解 い た 後 に 間違 っ た 理 由 を振 り返 る と い う活 動 を 全 く

行 っ て い な い とい う特徴が確認 で き る 。 自らの誤・りの

原因 を意識化 しな い まま に多 くの 問題 を解 い て も， 同

じ よ うな 間違 い を繰 り返 す こ と と な り， 学習効果 は 上

が りに くい と考 え られ る 。 な お ， Cl は 自ら の 学習方法

に こ う し た 問題 点があ る こ と を 自覚 し て い な い 。

　学習観の 問題　ま た ， 上 述 し た よ う な 学習方法 の 問

題が生 じ る背景 と し て ， 学習観に 問 題が あ る と考 え ら

れ た。学習観 と は ，学習者 の 持 つ 学習 に対す る信念で

あ る 。 こ うし た 問題 が 伺 われた の は，以 下 の よ うなや

り取 りか らで あ る 。 認知 カ ウ ン セ リン グ を通 じて 「な

りた い 自分」「な れ た ら うれ しい 自分」を書 き 出 さ せ た

と こ ろ
，
C1 は Table　 1 に 示す よ うな 内容を書 き 出し

た。内容 を見 て み ると ， 「点数 をあ げ る」と い う記述 の

み な らず ， 「友達 に 分 か りや す く説 明 し て あげ られ る よ

う に な りた い 」 と い っ た 目標 も含 ま れ て い る 。 と こ ろ

が ， 「な りた い 自分 に な る た め に は，ど うし た ら良い と

思 う か 」 を書か せ た と こ ろ ， 「た くさ ん の 問題 を解 く」

な ど ， 練習量 だ け に頼 ろ う と す る信 念が 強 い こ とが 伺

わ れ た 。 ま た ， 小テ ス トは 見 た くもな い と い う Clの 発

話か ら ， 学習 中 に 間違 う こ とは
， 自 ら の 弱 点 を知 る貴

重な機会で あ る と い う認識 が 薄 い 様子 も伺 われた。

Table　l 初 回面 接 で 得 ら れ た 「な りた い 自分」に 関 す

　　　 る ク ラ イ エ ン トの 記述

・点数 をあ げ る r！
・数学 を好 き に な る。
・部活 に出る 11
・友達 に 分 か りや す く説明 し て あ げ られ る よ うに な りた い 。
・授業 中，今 よ りた くさ ん 発言 で き る よ うに な りた い 。

　Clが 示 した学習観 の 特黴 は ， 先行研究 の 中に位置づ

け る こ と が 可能で あ る 。 植阪 ・ 瀬尾 ・ 市川 （2006 ）は ，

市川他 （1998）や植木 （2DO2）が 開発し た 学習観質問紙 を

統合 ・改訂 し ， 学習者が ど の よ うな学習方法を効果的

と考 えて い る か を測定す る質問紙 を開発 し て い る 。 こ

こ で は ， 意味理解志 向（丸 暗記 だ けで は な く，意味 を理 解 し な

が ら覚 える こ と を重視 ），思考過程重視志向（答 え が あ う こ と

だ けで は な く間 題 を解い て い る途 中経過 を重視）， 方 略志 向（勉

強 量 に頼 る だ け で は な く，学習方法 を工 夫 す る こ と を 重視）， 失

敗活用志向 （失敗 は は ず か しい こ とで は な く，自 ら の 向上 の た

め に役 立 つ と考 え る ）とい う 4 つ の 下位尺度が認知主義的

学 習観 として ま とめ られ ， 成績 と正 の相関が見 られ る

こ とが 示 さ れ て い る。一
方 ， 暗記重視志 向 〔丸暗RHだ け

を 重視 ｝， 結果重視志向 （答 えが あ うこ とだ けを重禰 ， 練習

量志 向 （勉強 量 だ けを重 禰 ， 環境依存志向 （良 い 先 生 に学 べ

さ え す れ ば 良 い と考 える 〉 は非認知 主 義的学 習観 に ま と め

られ ， 成績 に は結びつ か な い こ とが 示 され て い る 。 こ

の 質問紙 に 照 ら し て 考え る と，C1 は練習 量 志 向が 強

く，失敗活 用志向が 弱 い と 考 え られ る。

　植木 （2002）や篠 ヶ 谷 （200Sa）は ， 上述 した ような学

習観が，学 習方法や そ の 効果 に 影響 す る こ と を実証的

に 明 ら か に して い る 。
よ っ て

， 多 くの 問題 を解 い て い

る もの の ， 振 り返 らな い とい う学習方法に お け る問題

は，「た くさ ん の 問題 を 解 き さ え す れ ば よ い 」とい う Cl

の学習観か ら生 じ て い る と考え ら れ た 。

　学習意欲の 問題　ま た，C1に勉強時間に つ い て も問

うた と こ ろ ， 「勉強を し て も成績が 上 が ら な い の で ，最

近で は机 に 向か う気力が 出な い 」 と話 し て い た。こ う

し た こ とか ら ， 学習意欲が 落ち て い る こ とが 分 か る。

し か し，以前は 学習 に 対 し て 積極的 に 取 り組ん で い た

こ と を報告 して お り， 学習方 法や学習観の 問題 か ら派

生 して 学習意欲 の 低 さが 生 じて い る こ とが伺われた 。

す なわ ち ， 学習観や学習方法 の 問題 の た め に ，

一
生懸

命 に 学習 して も成 果が得 られ ない 状況 が長引き ，

一
種

の 学 習性無力 感 に近 い 状態 に 陥 っ て い る と考 え られ た 。

本事例に おける指導方針

　教訓帰納に着 目した学習方法の 改善　初期 の診断的

指導 か ら， 学習観の 問題 が学習方法 の 問題 を引き起 こ

し ， 最終的に は学習意欲の低下 を招 い て い る と考え ら

れ た。 こ うした問題 を解消す る た め の指導方針 と し て ，

本指導 で は，学習方法 の 改善 を中心 に 指導 を行 う こ と

と し た。す な わ ち
， 教訓帰 納 と い う学 習方略 に 着 目 し，

こ の 方略 を学習者 が 使 い こ なせ る よう に な る こ とを 目

指 し た 。 よ り根本的な 原因 で あ る学習 観で は な く，学

習 方法 に着 目 し た 理 由 は 主 に 2 つ で あ る 。 ま ず ， 学習
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観 に 直接 介入す る こ とは難 し い と判 断 した。学習観 は

長年の蓄積に よ っ て 形成 さ れた もの で あ り，学習観 の

み を単 独で 変容 させ る の は 難 しい と考 えた。さ ら に
，

CIが効果的 な学習方法 を身 に 付 け て い な けれ ば ， た と

え学習観が変容 して も， そ れ に 応 じた学習 方法を と る

こ とが で き ず ， 結果 と し て学習成果 に結び っ か な い と

考え た 。

　 ま た ， 教訓帰納に着 目し て指導 す る こ と は ， 学習成

果 を高め ， 最終的に は学習意欲 を高め る と考えた 。 さ

らに，そ れだ けで は な く，学習意欲を直接的に高め る

こ と も期待 さ れ た 。な ぜ な ら ば，教訓帰納 を 重 視 す る

こ とに よっ て 「こ れ まで の 学習 が う ま くい か な か っ た

の は，問題 を解 い て も振 り返 っ て い な か っ た た め で あ

る」 と ， 失敗 の 原因 を学習方法 に 帰属 さ せ る こ と に な

る か らで あ る 。 原因帰属研究で は ， 動機づ けを高 める

帰属の あ り方 として ， 努力が取 り上 げ られ る こ とが多

い
。 し か し努力 に帰属 し て もな か なか 成果 が 上 が らな

い と ， か え っ て学習性無力感に 陥る と考 え られ る 。 内

的で 不安定な要因 と し て，学習方法を取 り上 げた ほう

が 良 い と い う指摘が み ら れ る （市 川，1995 ）。 こ れ ま で の

失敗 の 原因 を ， 学習方法に帰属 し ， こ れ に よ っ て も ，

学習 意欲が 改善 さ れ る と期待 し た 。

　ただ し， カ ウ ン セ リ ン グに お ける指導 の 結果，一時

的 に ある学習 方法 を取 っ た と し て も， 学習者の 信念 と

整合 的 で な けれ ば ， Co と の指導 終了後 に 次第 に 元 の 学

習方法 に 戻 っ て し まう と考え られ る。そ こ で ， 学習者

が暗黙 の うち に持 っ て い る学習観 を意識化 さ せ
， 変容

を促す き っ か け を作 る こ と と した。例 えば ， 面接 を通

じ て Co が感 じた 学習観の 問題 を ，
　Co の 中に留め て お

くの み な らず ， C1 自身に語 り， 意識化 す る こ と を促し

た 。 学翌観が 変容 す る こ と に よ り ， 学習方法 が よ り定

着す る の で は な い か と期待し た 。

　 以上 を踏ま え，自分の 解答が なぜ あっ て い た か ・間

違 っ て い た か を 意識 的 に 考え る学習方法 で あ る教訓帰

納 を促し ， Cl 自身 の 学習観を意識化さ せ る活動 を組み

合わ せ る こ と を指導方針 の 軸 と し た 。

　 教訓帰納の 自発的な利用 を促す指導上 の 工 夫　上 述

し た よ うな指導方針の軸に加 え て ， 本研究で は以下の

ような指導上 の 工 夫 を取 り入 れた。ま ず ， 様々 な研究

に お い て 方 略 の 価 値を認識 さ せ る こ と が ， 方略 の 利用

を促 すた め に は 必要 で あ る と指摘 さ れ て い る （e．g．，村 山，

2003 ；佐藤，1998　；　Uesaka ，　Manalo ，＆ Ichikawa，2007＞。 こ の

こ と を踏 ま えて ， 1 つ 目の 工 夫 と し て 教訓帰納 の 価値

を実感さ せ る こ と を重視 し た 。
こ の 目的 の た め に ， 指

導の 中で教訓帰納を用 い た後 に ， 「何を学ん だ の か を教

訓 と して書 き残し て お く と良 い 」 と い っ た 具合 に ， 教

訓帰納 の 価値 に つ い て も教訓 と し て 引き出 し，ノ
ー

ト

に 書 き留 め さ せ た。

　 なお ， 教訓帰納 をはじ め とする学習 方法 そ の もの を

教 訓 と し て 取 り出す活動 は ，
こ れ まで の 実証 的 な教訓

帰 納研究 （e．g ，，　Ellis＆ Davidi，2005 ；Ellis　et　aL ，2006 ；寺 尾

1998） で は ほ とん ど取 り上 げ られ て きて い な い タ イ プ

の 教訓で あ る 。 す な わ ち ， 従来の研究で は ， 「こ の 問題

の ポ イ ン トは な に か 」と い うこ と や ， 「なぜ ミス を し た

の か 」の よ うに ，具体的な問題 に即 し た教訓が取 り上

げ られ て き た 。 し か し ， 市川 （1998）は ， 教訓 と は ル
ー

ル で あ り，適用範囲 に よ っ て ，領域 固有的な 教訓 か ら

抽象度 が 高 い 教訓 ま で幅広 く存在す る と述べ て お り，

「定義 に 立 ち返 っ て 考 え る と良い 」「図や表 をか い て 考

え る と良 い 」な どとい っ た学習方法 に 関す る教訓 も取

り出す こ とを奨励 して い る （市川，2000）。教訓 帰納 そ の

もの の価値を認識 さ せ る た め に は ， 教訓帰納そ の も の

の有効性 を教訓の 形 で取 り出して お くこ とが重要で あ

る と考 え られた 。 そ こ で ， 学習方法 に関す る教訓を引

き出す活動 も ， 指導の 中に 取 り入 れ た 。

　 2 つ 目 の 工 夫 と し て ， 教訓帰納 を実際に学習者 自身

が体験す る場を多 く設け た 。 植阪 （2eo3 ）は ， 数学 の 文

章題 を解 く際 に 図表を作成す る と い う方略に着 目し，

自発的 な図表 の 利用 を促す に は ， 方略の 有効性 を認 知

さ せ る指導 と，方略を利用 す る た め の ス キ ル を向上 さ

せ る 指導 とを組 み 合 わせ る こ とが有 効 で あ ると示 し て

い る 。 方略 を利 用す るた め の ス キ ル とは ， 方略 を利用

す る よ う に 促 さ れ た場面 に お い て ， 方略 を正 し く実行

で き る力の こ と を指 して い る 。 教訓帰納 に つ い て も，

価値 を理解す る だけ で は不十分で あ り， 教訓を引 き出

す よ う に求め た と き に ， C1 自身 で 教訓が 引き 出せ る だ

け の力 を獲得 して い る必要が ある だ ろ う。 本指導で 用

い た教材は ， Clが持参 した もの を活用する こ と と し た

が ，そ れ を指導す る中で 実際 に 教訓 を引き 出す 経験 を

多 く持た せ ， Co が い な い 場面 で あ っ て も， 自ら教訓 を

引き出せ る力 を獲得す る こ と を支援す る こ と と し た 。

　 方略利用 と方略転移の 定義　指導の 経過 を述べ る前

に ， 本事例に お け る方略利用 の定義に つ い て 明ら か に

す る 。 間違 い の 原因な どを考え た 後に ， 実際に ノ ート

に 書 き残 す と い う外化活動 を伴わ せ る こ と に よ っ て ，

頭 の 中だけ で 間違 い の 理 由 を考 えた場合 に 比 べ て ， よ

り深 く意識化 さ れ る と考 え られた。そ こ で ，本事例 で

は ノ ートに 書 き残す と い う外化活 動 を含め て ，教訓 帰

納 と捉 える こ と と した 。 さ ら に ， ど ん な に 効果的 な学

習方略を教 え て も ， Go に促 さ れ な けれ ば利用 で き な い
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よ うで あれ ぼ ， 方略を獲得 して い る状態 と は い えな い

で あろ う。 そ こ で ， まず ， 学習者が 自発 的に 方略 を利

用す る よう に な る こ と を重視 し て 目標 を立 て た 。 す な

わ ち ， Co が傍 に付き添 い
， 方略の 利用 を促す状況 で は

な い 場面 （例え ば，家庭学 習） に お い て ， 教訓 を ノ ートに

書 き残す 活動 が み られ た場合 に ， 「方略 を利用 し て い

る」と判断す る こ と と した 。

　 こ うした定義を ， 方略研究 の 用語 と照ら し て
一

般化

す る と ， 以 下 の よ う に考 え ら れ る 。 方略研 究で は ， 方

略利用の 問題を ， 方略自体 を知 ら な い 状態で ある 「媒

介欠如 （mediation 　deficiency）」，知 っ て い る が 他者 か ら

促 さ れ な い と自分 か ら は利 用 し な い 状 態 で あ る 「産 出

欠如 （productien 　deficiency）」，方略 を利 用 して もうま く

使 い こ な せ て い な い 状態 で あ る 「利 用欠如 （utilizati 。 n

deficiency）」の 3 段階 に 分けて 概念化して い る （e．g．，　Bjork−

lund，　Miller，　Coy エe，＆ Slawinski，1997）。
こ の枠組み を参考

に す る と ， 「家庭学習に お い て 自発的に教訓 を ノー トに

書 き残す 」 こ と を 「方略の利用」 と定義す る本研究の

立場は ， 媒介欠如 と産出欠如を解消 し よ うとす る試み

と考え ら れ る 。

　 な お ， 方略利用 を問題解決の促進 に 結 びつ けるた め

に は，利用欠如 に 関して も解消す る必要 が あ る。 こ の

た め，指 導 の 際 に は 方略利 用 の 質 を高め る働 き か け も

組み 込 ん で い る。ただ し ，
こ の Clは こ れ まで 教訓帰納

を全 く行 っ て きて い な い
。 よ っ て ， まず は教 訓帰納 を

行 うよう に な る こ と が重 要 で あ る と考え た 。 そ こ で ，

媒介欠如 と産 出欠如 の解消 を重視 した目標設定を行 っ

た。

　 さ ら に ， 本研究で は方略の転移 を ， 類推的転移研究

を参考 に して ， 以下の よ うに定義 し た 。 類推的転移研

究 （e．g，，　Gick ＆ Holyoak ，1983；Reed，　Ernst，＆ Banerji，1974 ；

レ ビ ュ
ー

と して は Detterman ，1993）で は ， 学習 セ ッ シ ョ ン

とテ ス トセ ッ シ ョ ン を設け ， 学習 セ ッ シ ョ ン で 学 んだ

解法 を，テ ス トセ ッ シ ョ ン に どの 程 度自発 的 に 生 か す

こ とが で き る か を検討 して い る。テ ス トセ ッ シ ョ ン で

は ， 学習 セ ッ シ ョ ン の 例題 と，
カ バ

ー
ス トーリーや解

法構造 な ど何 らか の 点 で 異な る 問題 が 与 えられ ， 事 前

の学習が効果 を及ぼ した の か ど うか に よ っ て転移が定

義さ れ る こ とが多 い
。 例えば ， Gick＆ Holyoak（1983 ＞

は ，
Dunker （ユ945）の 放射 性問題 を学習 さ せ た 後 で ， 放

射性問題 とは カ バ ース トーり一の み が異 な る 消防問題

を与 え，消防問題 に お け る 問題解決 が 例題 を学習 して

い な い 条件 に 比 べ て 促進 し て い た 場 合 に 転移 が 生 じ た

と判 断 して い る。すなわ ち，例題 とは何 らか の 点 で 異

な る課題に お い て ， 事前 に 学習 し た 内容 を 自発的 に活

用で きた場合 に ， 転移が生 じた と捉え て い る 。

　 こ れ を踏 まえ ， 本研究で は方略 の 転移 を定義す る に

あた り ， 認知 カ ウ ン セ リ ン グ に お い て 指 導 し た 内容 と

同じ教科か つ 同じ単元 を同一領域 ， そ れ以外 を転移領

域 と捉 え た 。 同じ教科か つ 同 じ単元 で あ れ ば，利用 し

て い る原理 や 公 式な ど に 共通性が あ る と考え た か ら で

ある 。 本研究で は ， 転移領域に お い て ，認知 カ ウ ン セ

リ ン グ で 学 ん だ学習方略 を自発 的に 用 い て い る こ とが

確認 さ れ た 場 合 に は
， 方略 の 転移 が 生 じた と判断した 。

転移 の 中 に は，同 じ教科の 異な る単元間で転移す る こ

と と，異 な る教科間で 転 移す る こ との 両方が あ り う る 。

一
般 的 に み て ， 異 な る教科間で の転移の ほ うが ， カ バ ー

ス トーリーや利用 して い る原理 ・公式な ど の相違点が

大 き い た め ， よ り大 き な転移 と考え ら れ る 。 よ っ て ，

教科間で の転移が生 じ た こ と が 確認さ れ た場合 に は ，

よ り大 き な成果が得 ら れ た と考 える。

　 な お ，類推的転移研究 で は，大 学生 で あ っ て もカ バ ー

ス ト
ー

リ
ーが 変更 さ れ た だけ で

， す ぐ に解 けな くな っ

て し ま う こ とが知 ら れ て い る 侍 尾・楠見，1998 の レ ビュー

参 照 ）。つ ま り，非 常 に 生 じ に くい 現 象 で あ る か ら こ

そ，転移 と名 付 けられ て 積極 的 に検討 さ れ て い る と考

え られる。学 習方略 の 転移 に つ い て も， 生 じ に くい こ

とが 事例研究 か ら指摘 され て い る こ と は先に述 べ た通

りで あ る 。 方略の 転移 として 改め て概念化し ， 積極的

に検討 して い く価値が あ る と考え る 。

指導の 経過

　本事例 に お け る指導の 経過は ， 初期 ・中期 。後期 の

3期に分 け て捉え る こ と が で きる （各期 の Cl の 問題 指導

の 特徴，C1の 変化 を Table　2 に 示 す）。 初期 と は ， 認知カ ウ ン

セ リ ン グ の 中で 教訓帰納を体験 し て い る だ け で ，家庭

学習 で は自発 的 に 教訓 帰納 を行 っ て い な い 時期で あ る 。

中期 と は ， 数学 に 関して ， 家庭学 習に お い て 自発的 に

教訓 帰納を行 う よ う に な っ た時期 で あ る 。 後期 と は ，

数学の み な らず理科 に お い て も ， 自発的に教訓帰納を

行 うよう に な っ た時期 で あ る。

初期 （10月〜11月 初旬） の 指導 と変化

　初期は ， 第 1 回か ら第 3 回の 指導 を指す 。 第 1 回 と

第 2 回 は ， 診断的指導を行 う と と も に ， 指導 の 目標を

C 正と共 有した 。例 え ば第 1 回 に は ， た だ 解 くだ け で ，

な ぜ 間違 っ た か を考 えなけれ ば ， 同じ間違 い を繰 り返

し，せ っ か く解 い て も効果 が 得 られ な い こ とな どを伝

え た。指導 の 目標 を，C1 の ノ ・一　b に ま と め る よ うに 求

め た と こ ろ ， 「今回 は なぜ まちが っ た か を丸暗記 じゃ な

くて 理 解す る ← そ うし な い と忘れ る」 と書 き留め て い
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Table　2 各期 に お け る ク ラ イ エ ン トの 問題 ， 指 導 の 特徴 ，
ク ラ イエ ン トの 変化

ク ラ イ エ ン トの 問題 指導の 特微 ク ラ イ エ ン トの変化

初期 教 訓帰 納 を利用 して い ない 、
教訓 帰 納 の価 値 を認識 させ る と共 に教 訓

帰納 を体 験 す る 場 を設 定。
教 訓帰納 の価 値 を認識 し， 学 習観 に変 容

が 見 られ る。

中期

数 学 に お い て 教 訓帰納 を利 用。た だ し，
問題解決 に 関 す る教 訓 の 質が 低 い と い う

問題 が ある 。

問題 解 決 に 関 す る教訓 を体 験 す る場 を設

定。（領 域 の 概念 理 解 と メ タ 認 知 のサ ポ
ー

ト）

教 訓 の 質 の 改 善。
質 問 に 行 け る よ う に な る。
友 達 に 教 え る よ うに な る 。

躙

理科 で も教 訓 帰納 を利 用。
た だ し，教 師 の 評価 が 得 られ ず気落 ち。
継続へ の 意 欲 が 弱 ま る。

クライエ ン トの 学校 で はを い が，理 科教

師 と共 に 指導。ク ラ イ エ ン トの 学習 活動

を価値 づ け る。

教 訓帰 納 を 継続 す る こ とへ の 意 欲 を見せ

る。

た 。

　解 き直 しを題材 と した指導　診断的な指導期 に お い

て も ， Clが分 か らな い とい っ て 持 っ て きた連 立方程式

を題 材 に しなが ら教 訓帰納 を促 し て い る 軫 断的指導期

の や り取 り を参 照）。 し か し ，
こ うした指導 を行 っ た に も

か か わ らず ， 第 3 回の 冒頭に ノー トを確認 した と こ ろ ，

教訓帰納は 自発的 に 行わ れ て い なか っ た 。 ただ し， 以

前は放置 し て い た 小 テ ス ト を ， 解 き直す よ う に な っ た

と い う変化は確認 さ れ た 。 解き直す よ う に な っ た も の

の ，教訓帰納 を行 っ て い な い 理 由と し て ，第 1 回，第

2 回 の 指導 で は ， 「分 か ら な か っ た 問題 を も う
一度解

く」 とい う活 動 と 「教 訓 を引 き出す」 とい う活動 を連

続 し て 行 っ て お り，r分 か らな か っ た 問題 を もう
一度解

く」と い う活動 に 注 目が 集 ま る一
方 で

， 「教訓帰 納 を 引

き出す」 とい う活動 に は注 目が集 ま りに くか っ た の で

は な い か と考 え られ た 。

　 そ こ で ， 教訓帰納に 焦点 を当 て た 指導を行 うた め に ，

第 3 回の 指導で は ， 新た な問題 は取 り上 げず ， あえ て

家庭で 解 き直 し て き た ノ ート を題材 と し て 指導 を行 っ

た 。 家庭で 行 っ た テ ス ト直 し を見直 し， な ぜテ ス トで

は解け な か っ た に もか か わ らず解 き直 し の 時に は解 け

た の か ， 1 問 1 問考 え，教訓 を書 き加 え る と い う活動

を行 っ た 。 C1 に は ， 「こ うし た 活 動 を行 う こ と で ， 自分

の 弱点を分析す る こ と が で き る 」 と，教 訓帰納の価値

を改 め て 伝 えた
。
Cl が 家庭 で 行 っ た解 き直 し に 教 訓 を

書 き加 えて い く こ とで ，教訓帰納 とい う活動 そ の もの

や ，そ の価値が 明確 に意識化さ れ る の で は な い か と期

待 し た 。

　 1 問ご と に ， な ぜ テ ス トで は解 け な か っ た に も か か

わ らず解 き直 し の 時に は解け た の か を考え る こ と を繰

り返 し て い る と ， 同じ よ うな 間違 い を繰 り返 し て い る

こ と に Cl 自身 が 気 づ き 始 め た。

Co 　「こ の 問 題 は ど う し て 間 違 っ ち ゃ っ た の か

　　 な ？」

C1 ：「…こ れ は ね ，移項 しな い で 計算しち ゃ っ た ら

　　間違 っ ち ゃ っ た。あ っ ， こ れ っ て 前 に も あ っ

　　 た ！」

Co ：「そ うだね。 ど こ だ っ た っ け ？」

Cl ：「4 （3）で もや っ た 間違 い だ よ ！」（Cl は 4 （3）を

　　解 き直 した ノートを開 い た。この 時 の ノ ートが Figur巳 1

　 　 で あ る 。）

Co ：「じ ゃ あ ， も う間違わ な い よ う に，2 重 に 囲 っ て

　　お こうか 」（C］が Fi即 re　1 の ポ イ ン ト と書 か れ た部分

　 　 をカ ラ
ーペ ン で 囲 む。）

以 前の 間違 い が ， 教訓 として ノ ー
トに残 され て い るた

め に，同 じ間違 い を繰 り返 し た こ と が 意識化 さ れ た と

考 え ら れ る。 こ の 後 ，
Cl は 「解 き 直 し した後 に は ， も

と もとなぜ 間違 っ た か を書 い て お こ う。 書 きため て ，

自分 の 弱点 を分 析 し よ う」 とノ
ー

トに 残 し た 。
つ ま り ，

教訓帰納 の有効 性を ， 教訓 と し て取 り出 し た 。

　教訓帰納の 効 果の 実感 と学習観の 変容　 こ う した や

り取 り を続け た と こ ろ ， 3 回 目の 終了 間際 に は ， Cl 自

身が ， 教訓 を抽 出す る こ と の 価値 を 口 に す る よ う に

な っ た 。

Cl　「こ れ っ て ， す ご くか い が あ る気が す る ！」

Co 　「か い が あ る っ て ？」

Cl　「こ れ を や っ た ら
， 力が つ く気が す る 。 」

Co 　「そ う ， そ う思 っ て くれた らうれ しい な。」

こ う し た 発話 か ら ， 教 訓帰納 の 価値 を 理解 し て い る様

子 が伺 え る 。 さ ら に ，
こ れ に続 く発話は ， 学習観が 変

化 し て い る こ と を 示 し て い る 。

C正　 「う ん ，
こ れ は い い よ ，

こ れ ま で ノ ートに詳 し く

　　ま と め るの っ て めん ど くさ くて嫌 い だ っ た し ，

　　今 ま で 何度 も解 い て 何 とか し よ う と 思 っ て い た

　　け ど， こ っ ち の ほ うが か い が あ る 。 正 の 字 と か
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Figure　l 指 導中に作成 し た 教訓帰納 （ポ イン ト） を含 ん だ ノ ートの 例

　　書い た ら， 何回間違 っ た か も分か る し 。 」

Co 　「そ う ， そ う 。 は じ め は ポ イ ン トを書 くこ とが 大

　　変か も し れ な い け ど ， 結局 ， そ の 間違 い を しな

　　 くな っ た ら，将来的に は楽に な るんだ よ」

C1 「学校 で は 何度 も解 きな さ い っ て 言 われ た か ら ，

　　 これ まで
一

生 懸命や っ て きた け ど，
こ っ ち の ほ

　 　 うが い い な っ て 思 っ た」

Co　「繰 り返 し解 く事が だ め な わ け じゃ な い ん だ よ 。

　　繰 り返 すだ け じゃ な くて ， ポ イ ン ト も引き出す

　　 と も っ と良い
， っ て い う こ とだ よ 。 」

こ の発話 は ， 勉強量 に頼 っ た 学習を取 っ て きた こ とを

反省 し，学習方法 を工 夫す る必要性が あ る と考 え る よ

う に な っ た こ と を示 して い る。つ ま り，
こ れ まで の 練

習量志 向 を批判的 に 堤 え，方略志 向 へ と変化 して い る

様子 が 分 か る。こ れ は，C1 の 中 に 認知 主義的学習観 が

育ち つ つ あ る こ とを伺わ せ る発話で あ る 。 また ， 従来

の C1の 学習観は ， 学校で の 指導 を学習者な りに 捉 えた

結 果 ， 形成さ れ た も の で あ る こ と も伺 え る。

　学校で の 活動 との 共通性の 認識 と友人か ら の 影響

ま た ，第 3 回に C1 は学校 に お け る活動 と教訓帰納 と の

共 通点 に も 気 づ い た 。Cl は 学校 か ら誤 答 レ ポ ー
トの 提

出を求 め られ て い た。誤 答 レ ポ ー
トと は，定 期考査 の

後 に 解 き直 し を提 出す る と い うもの で あ る。教師は，

ま さ に 教 訓帰納 を促す こ と を 意図 し て い る と考 えられ

る。しか し こ れ まで の C1は ， 提出 で きて い なか っ た。
一

方，同時期 に 認知 カ ウ ン セ リ ン グ を受講 して い た Cl
の 友人 は ， 質 の 高 い 誤答 レ ポー ト を提 出 し ， 教師 か ら

もほ め ら れた との こ と だ っ た 。 そ こ で ， 授業 後 に こ の

友人 の 誤答 レ ポ ー ト を見 せ て も ら い ，友 人 の 誤答 レ

ポ ート に は ， 解 き直す の み な らず ， 問違 え た 理 由も記

入 さ れ て い る こ と を確認 し た 。 そ し て今回 の認知カ ウ

ン セ リ ン グ で 学ん だ こ と を ， 誤答 レ ポー ト に お い て

や っ て み る と良 い と伝え た と こ ろ，「ああ そ うか 」と納

得 し た表情 を 見 せ た 。 帰宅す る前 に は
， 「今度の テ ス ト

が 楽 しみ」，「勉強 とか 数学 が楽 しくな っ て きた」 とい

う発話が 聞か れた。

中期 （11月 初旬〜12月下 旬） の指導 と変化

　中期 は ， 第 4 回 か ら第 6回 の 指導 を指す 。
こ の時期

は ， 数学 に関 して の み で あ る が ， カウ ン セ リン グ中に

は取 り上 げ て い な い 単元 に お い て教訓帰納を 自発的に

利用す る よ うに な っ た 点に特徴が あ る 。

　家庭で の 数学学習に お ける教訓帰納の利用　第 4 回

の 冒頭 に ， 家庭学習 の様子 を確認 した と こ ろ ， 家庭で

の 数学の学習 に お い て
， 教訓帰納 を行 っ て い る こ とが

初 めて 確認 さ れ た。Figure　 2 は ，
こ の 日に C1が 持 参

した ノ
ー

トで あ る。一
次関数に 関す る グ ラ フ が与 え ら

れ て 式 を求 め る とい う課題 に お い て ， 正誤 と間違 えた

理 由が書 か れ て い る。例 えば ， 「＊ 間違 えた 理 由 は ， グ

ラ フ の 切 片を見て い なか っ た 」（下 線 は c1 自身 が っ けた も

の ）な どで あ る 。 な お ，

一
次 関数 は ， こ の時点で は カ ウ

ン セ リ ン グ で は取 り上 げて い な か っ た 内容で あ る 。 カ

ウ ン セ リ ン グ で取 り上 げて きた 連立方程式で はな く，

一次関数 に お い て 教訓帰納 を利用 す る よ う に な っ た こ

とが 分 か る。事前 に 学習 し た 内容 か らの 距 離 は 近 い も

の の
， 方略 の 転移 として 捉え られ る。

　教訓 の 質 に 関 する問題 数学 に 関 して 教訓帰納 を行

う よ う に な っ た と い う変化 は ， 本事例 の 目標 に 照 ら し

て ， 非常に 重 要 で あ る 。 しか し ， 必ず しも質の 高い 教

訓 を引 き 出せ て い た わ け で は な い 。教訓 の 質 に 関 して

寺 尾 （1998） は
， 今後 類似 し た問題 を解 く際 に

， 問題解

決 を促進 す る よ うな記述 を有効 な教訓 と し て い る 。

一

方，Cl が ノ
ー

トに 残し た 教訓 の 中 に は，「＊ 問違 えた 理

由 は 不 明 （分 か らな い ）。 だ か ら先生 に 聞 く ！！」な ど と い っ

た 教訓 も見 られ た 。 こ う し た教訓は ， 上 述の観点に照

らして ， 有効 と は考 えられな い 教訓 と考 えられ る。
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Figure　2 ク ラ イ エ ン トが 自発的に教訓帰納 を行 っ て い る ノ ー トの 例

　教訓 の 質 の 問題 は，家庭学習 の み な らず指導中 に も

見受 けられた。例 えば，「2点 （2，6） （1，3）を通 る
一

次関

数 を求 めな さ い 」 とい う問題 を取 り上 げて い た 際 に ，
一

次関数 に お け る傾 きが 何を意 味 して い る の か を理解

して い ない こ とがや り取 りか ら明 らか とな っ た 。
こ れ

を受けて ， 教科書の 説明や図 を使 い なが ら， 概念理解

を促す 指導 を行 っ た 。 指導後 に 教訓を 引き出す よ う に

求め た と こ ろ ， CI は 「教科書の 太字 に着 目す る」「グ ラ

フ をか い て 考 え る」 と い っ た 学習方法 に 関す る教訓 を

引き出 し た 。し か し
，
こ の 指導 を通 じ て 最 も重 要 で あ っ

た傾 き の 意 味な どに つ い て は ， 教訓 として 引 き出す こ

と は で き ず ，Co か ら伝 え る こ と と な っ た。

　本指導 で は ， 「こ の 問題 を解 くた め に は何が 分 か っ て

い る 必 要が あ っ た の か 」 とい う問題解決 に関す る教訓

と ， 「こ う し た 問題 を解け る よ う に な る た め に は ， 普段

か ら どの よ うな学習方法 を取 っ て い る必 要が あ る の

か」 と い う学習方法に関す る教訓の 2 種類を引き出す

こ と を求め て い る が ， 上 述 の や り取 りか ら ， Cl は問題

解決 に 関す る教訓 を引き出す こ と に 困難を感 じて い る

様子 が伺われ た。問題解決に 関す る教訓 を引き出す た

め に は ， 関連 す る領 域 の 知識を十 分 に 獲得 して い る こ

とや，自 らの 認知 プ ロ セ ス を意識 的 に 捉 え るメ タ認知

能 力 が 求 め られ る。しか し ， Clは こ うした点 が 十分 で

はない こ と が 原因 と な っ て
， 適切 な問題解決 に 関す る

教訓 を引 き出 せ て い な い と考 え られ た。

　 そ こ で第 4 回以 降 は，Cl が 持 っ て き た 問題 を題 材

に ， 内容 的 な 理 解 を 促 す と共 に
， 問題解 決 に 関 す る教

訓を引 き出す こ と を繰 り返 し体験さ せ た 。 Cl が 効果 的

な教訓 を引き 出せ な い 場合 に は，Co が モ デ ル を 示 し

た 。

　 こ うした 指導 の結果 ， 第 6 回 に は誤答 レ ポートが提

出で き る よう に な っ た とい う報告が聞 か れた。誤答 レ

ポー
トの 内容 を確認 し た と こ ろ，解 き直 し に 加 えて ，

間違え た 理 由 も加 え て 提 出 し て い た 。返 却さ れ た 誤 答

V ポー
トに は，「間違え た 理 由が き ち ん と分析 さ れ て よ

い 」 とい う教師 か ら の コ メ ン トが 添 え ら れ て お り，Cl

は非常 に 喜 ん で い た。内容 を確認 し ， 指導で 取 り上 げ

て き た 連立方程式 に つ い て は，有効な教訓 が 引 き出 せ

て い る と判断 した 。 そ の他の 領域 の 問題 に つ い て は ，

「微妙 に変化の割合の 意 味が分か っ て い な くて求め方

が不十分だ っ た 」 とい っ た教訓 も見 られ ， す べ て が 適

切 な教訓 と は判断で き な か っ た 。 し か し ， 以前に比 べ

る と ， ど の 部分 に 問題点が あ っ た の か を言及で き る よ

う に な っ て き て い る様子 が 分 か る 。

　 さ らに，中期 に なる と学校生活が 好転 して い く様 子

も感 じられ た。まず，以前 は 「何が 分 か らな い の か 分

か ら ず ， 質問 に 行 けな い 」状態 で あ っ た が
， 質問 に 行

け るよう に な っ た とい う変化が生 じた。自分か ら質問

に 行 く よ う に な っ た た め ， 「や る気が出た」と教師か ら

評価 さ れ る よ うに な っ た とい う報告 も聞か れ た 。 質問

が で き る よ うに な っ た 背景 に は ， 教訓帰納の指導を通

じ て ，メ タ認知が 促さ れ ， ど の部分が分か ら な い の か

が 明確化した た め と考 え られ る 。

　 さ ら に，友人 に教え られ る よ う に な っ た と い う報告

も聞 か れた。 こ れ は
，
Cl が 目標 と し て い た こ と で あ

る 。 Clは後 ろの 座 席 の 友人 と仲 が 良 く，頻繁 に
一

緒 に

勉 強 し て い る と の こ とで あ っ た 。以 前 は教 え て もらう

こ とが 中心 だ っ た が
， 最近 は教 えて あげ られ る ように

な っ た とい う。どの ような こ とを教 えた の か に つ い て

問 うた と こ ろ，「例 えば，グラ フ の か き方 を教 えて あげ

た 。 後 ろ の 子 は
，

グ ラ フ を か く と き に
， 切片 か ら取 ら

な い の で ， 正 し い グラ フ が か けな くて 困 っ て い た 。 切

片を取 っ て か ら，
“

x1 つ 分，　 y い くつ 分
”

と 取 る と う

ま くか け る よ ， と教 え て あ げた 」 と話 し て い た 。 友人

の 間違 い の 理 由を分析 し ， 解 くた め の コ ツ を伝 え て い

る様子 が伺 え る。

　 11 月下旬 の 定期 考査 で も，向上 が 見 ら れ た 。7 月 の

定期考 査 で は
， 平均 点 が 60 点程度 の テ ス トで ，

40 点で
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あ っ た が，今 回 は 平均点以上 で あ っ た と い う。ま た ，

こ の 時期に部活 に も復帰 し た 。

後期 〔12月下 旬〜2月中旬）の 指導 と変化

　 後 期は，第 7 回 か ら第 9 回 で ある。 こ の 時期 に な る

と，さ らに 大 きな変化 が 見 られた。数学 で は継続 して

自発 的 に教 訓帰納 を行 っ て い たが ，それ に 加 え て，他

教科で あ る 理科に お い て も自発的に教訓帰納を行 うよ

う に な っ た の で あ る 。 理科に つ い て は指導で は取 り上

げ て い な い 領域 で あ り， よ り大 きな転移が生 じた と考

え ら れ る 。

　理科におけ る教訓帰納の 利用　第 7 回 の 冒頭に ， C1

は冬休み中 に 理科 に お い て 教訓帰納を行 い な が ら勉強

した と報告 して きた。第 7 回 に は ノ
ー

トや ワ
ー

ク ブ ッ

ク を持参す る の を忘れ て しま っ た が
， 是非見 て ほ しい

と訴 え て きた 。「生 ま れ て か ら こ ん な に 必死 に 勉 強 した

こ とは な い 」とい う。 第 8 回に確認 した と こ ろ ， 理科

の ワ ーク ブ ッ ク の あち ら こ ち ら に ， 「間違 えた理 由」「ポ

イ ン ト」 とい っ た 書 き込 み が 見 られ ，教訓 を引き 出し

な が ら勉強 し て い る様子 が確認で き た 。 教訓の 内容を

確認 し た と こ ろ，「お ち つ い て 問題 を見 る 」「教科書を

み て 重 要語 句を 確認 す る」な ど
， 学習 方法 に 関す る 教

訓 が 多 く，問題解決 に 関す る教訓が少 な い とい う問題

も見 られ た が ， 理科 に お い て こ う し た 方略 を自発 的 に

用 い る よ うに な っ た こ と は特筆 に 価す る と考 え る 。

　 学校 との連携の 必 要性　 また ， 第 8 回 に は ， 認知 カ

ウ ン セ リ ン グ に お け る指導 と学校 に お け る指導と を連

携 さ せ る必 要性 を感 じ る 出来事が 生 じた 。 C王の 理 科の

教師は，Cl が ワ ーク ブ ッ ク を見せ な が ら変化 を報告 し

て も ， ほ と ん ど関心 を 示 さ な か っ た と い う。 この こ と

が原因 で ， 8回 目 の カ ウ ン セ リ ン グでは か な り気落 ち

して い た。こ れ は，数学 の 教師 が 教訓帰納の 価値 を深

く理解 し ， CIが こ うした活動を行 う こ と を積極的に評

価 した こ とと対照 的で あ る 。

　 や り取 りの 中で ， CD の知 り合 い の 理科教師に ， 自分

の ワ ー
ク を見せ た い と強 く希望 し て き た 。 そ こ で 9 回

目に は ， CD の 知 り合 い の 理 科の 教師 も交 え て ， 3人 で

指導を行 っ た 。 C1 の 学校の教師で は な い も の の ， 学校

に お ける教師か ら の 評価を得て ， 満足し た 様子 で帰 っ

て い っ た 。

考 察

　本事例の Cl は ，

一
生懸命 に勉強を し て い る に も か か

わ らず成績 が
一

向 に 上が らな い とい う悩 み を抱 えて 来

談した 。
こ う し た C1 に 対 し て

， 教訓帰納 の 獲得を中心

に 指導 を行 っ た結果 ， 指 導 して い な い 単元 や教科に 関

し て も ， 家庭 学習で 自発的 に教訓帰納 を 行 う よ う に

な っ た こ とが 確認 された 。

方略の 転移が生 じるプ ロ セ ス

　本事例 の 経過 を踏まえ ， 方 略 の 転 移が 生 じ る プ ロ セ

ス に つ い て 考 察 す る。Figure　3 の 実線 で 示 した よ う

に ， 指導前 の Clは練習 量志向 が強 く， 失敗活 用志向 が

弱 い と い う， 非認知主義的な学習観を持 っ て い た 。
こ

の た め ， 問題 は多 く解 くもの の ， なぜ間違 っ た の か を

振 り返 らな い と い う不適切な学習行動 を様々 な教科 に

お い て と っ て い た と考え ら れ る 。 さ ら に ， 学習 内容が

高度化 した 中学校以降 ， 効果的で はな い 学習方法 で は

学習成果 が 上が りに くくな っ た もの と考 え られ る。成

果 が 上 が らな い 状 態 が 長 く続 い た結果 ， 学習意欲 も低

下 して い っ た と考 え られた。

　 Cl の こ うした問題 に対 し て ， 学 習方法 に着 目 し た介

入 を行 っ た 。 具体的に は ， 教訓帰納を自ら利用で き る

よ う に す る とい う目標 を立 て て指導を行 い ，よ り根源

的 な 問題で あ る 学習観 に つ い て は，学習者 自身の 学習

観 を 自覚化 させ る働 き か け に と ど め た 。 連立 方程 式 と

い う数学 の 特定 の 単元 で は あ る もの の ，教 訓帰納 が 学

習成果 に 結び つ く と い う実感 が 得 ら れ る よ う に な る と
，

非認知 主義的学習観 か ら認知 主義的 な学習 観 へ の 変容

が み られ る よ うに な っ た 。学習観が 変容 し て い る こ と

は ， Co が求め たわ けで は な い に もか か わ らず ， 勉強量

だけ に頼 ろ う と す る学習観か ら，学習方法を工 夫する

と い う学習観 へ と変容 し た こ と を CI 自身が 述 べ て い

る こ とか ら伺え る 。 す な わ ち ， 学習成果 が 学習観の 変

容 を捉進し て い る と考 え られ ，Figure　3 の 点線で 示 し

た よ う な フ ／　一一ドバ ッ ク プ ロ セ ス が 生 じ た と推測 で き

る。学習方法 の 背景 と なる学習 観 が 変容 した こ とに よ

り，指導 して い な い 数学 の 単元 や理科 へ と，方略利用

が転移 し て い っ た と考 え られ た 。

　 上述 した ようなプ ロ セ ス モ デ ル は ， 従来の 心理学的

な研究か ら見 て も，
い くっ か の新 しい 情報 を含ん で い

る 。 従来の研究に お い て も ， 学習観が 学習方略の利用

を は じ め とす る学習方法を規定す る こ とや （e．g．，篠 ヶ 谷 ，

2DD8a ；植 7F ，2002 ）， 学習方法が学習成果 を規定す る こ と

学習者 の 信念

　 （学習 観）

　　　　　　　　…
　 　 　 　 　 　 　 　 ：
学習 方 法 〔数 学）

学 習方 法 （理科）

学習成 果 学習 意欲

Figure　3 本事例 の ま と め と方略 の 転移 が 生 じ る プ ロ

　 　 　 　 セ ス
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（レ ビ ュ
ーと して ，Pintr 三ch ，2  e3　；　nj阪 T 印刷 中） な ど は 明 ら

か に され て い る 。 しか し ， Figure　 3 に 示 し た よ うな ，

学習 成果 か ら学習観 へ の フ ィ
ー

ドバ ッ クプ ロ セ ス を組

み 込 んだ統
一

的な モ デル は提案 さ れ て き て い な い 。し

か し ，
こ うした モ デ ル を考 え る こ と に よ っ て ，本 事例

で 生 じたよ うな ， 方略 の 転移 を説明す る こ とが 可能 に

な っ て い る 。
こ の ような枠組み は ，

1 人 の C1の 学習プ

ロ セ ス を説明する た め の モ デ ル で ある が ， よ り多 くの

学習者 の 診断に有効な ， 汎用的な モ デ ル と考え られ る 。

　な お ， Figure　3 に は 明示的に は表 さ れ て い な い もの

の ， 学習内容 と の類似性 も関係 して い る こ とが 伺われ

た。なぜな らば，本事例で は，まず，数学 の 異な る単

元 に お い て方略 の 転移 が認 め られ ， その 後，他教科 で

あ る理 科へ と広 が っ て い っ た か らで ある。つ ま り， 学

習 し た 内容 と，よ り類似度が 高い 領域 間 で 先 に転 移が

生 じ て い る こ と を示 して い る 。 ま た ， 本事例 に お い て

教科間で の 転移が確認さ れ た の は 理科だけ で あ り， 国

語 や 社会 と い っ た 他教科 に お い て こ う し た 方略が 転移

し て い る の か は 明 らか と な っ て い な い
。 他教科の 中で

も最初 に 転移が 確認さ れ た教科が 理科 で あ っ た 背景 に

は
， 解決 に 必 要 な知識内容 や 表面的特徴が

， 数学 に 最

も近 か っ たた め と考 え られ る。す なわち，学習観 の 変

容 に よ っ て す べ て の 領域 に 直 ち に 転移が 広 が る わ け で

は な く， 類似度の高 い 領域 か ら順 に転移が 生 じ る と考

え られ た 。

　 な お ， Figure　3 の モ デル は ， 1事例の み か ら考察 さ

れ た もの で あ る 。 よ り大規模 な実証研究か ら明ら か に

さ れ る必要が あ る と考え て い る 。

本事例に お け る指導上 の 工 央

　 本事 例に お ける方略の転移や学習意欲 の 改善 は，自

然 に 生 じた もの で はな く，Co か らの指導の 結果，生 じ

た もの で あ る。指導上 の 工 夫 と して ， 本事例 で は 教訓

帰納 を促す働 きか け と， C1自身 の 学習観 を 自覚化 させ

る活動 を指 導方針 の 軸 とした。さら に，C1 が 教訓帰納

の 価値を認識す る こ と と
， 教訓帰納を実際に体験す る

場 を多 く設 け る こ とを意識 して 指導 を行 っ た。 こ れ ら

の 働 きか けは，上 述 し た 方略 の 転移 プ ロ セ ス に お い て ，

重 要 な 役 割を果 た し た と考 え られ る。

　 ま た ， 当初 の 指導方針 の みな らず ， 指導中の C1 の 様

子 に応 じ て ，い くつ か の付加的な指導上 の 工 夫を組み

込 ん だ 。
こ れ ら の 点 に つ い て 簡単 に ま と め る 。

　 教訓帰納だ け に着 目さ せ る指導　第 1回 と第 2 回 の

指導 で は ， CIが 難 しい と訴 えて い た 問題 に つ い て ， 「問

題 を解 く→ 教訓 帰納 を行 う→ 問題 を解 く→ 教訓帰 納 を

行 う…」 と い う流れ で 教訓帰納 を獲得さ せ る た め の 指

導を行 っ た 。 しか し ， 第 3 回 の 冒頭 に家庭 で の 学習 を

確認 し た と こ ろ ， 家庭学習に お い て教訓帰納 は取 り入

れ られ て い な か っ た 。こ の原因と し て ，「問題 を解 く→

教 訓帰納 を行 う」 と い う流 れ で は，問題 を解 く こ と に

注 目が 集 まり，教 訓帰納 が 意識化 さ れ に くい と考 えた 。

　 そ こ で ，Cl が 家 庭で 行 っ た解 き直 しを教材 と して 指

導す る こ と とした 。 す で に 解き直 しが 行 わ れ て い る

ノ ートを使 う こ と に よ っ て ， 教訓帰納の み を連続 して

体験す る こ と と な る 。 こ の こ と に よ っ て ， 教訓帰納の

や り方や価値 に注目が 集 ま りや す くな る と期待さ れ た 。

こ うし た活動の 結果 ， 初め て Cl は家庭学習 に お い て教

訓帰納 を行 うよ うに な っ た 。

　 第 2 回 の 指導 か らも伺 え る よ うに ，Cl は問題解決 を

振 り返 ろう とす る発想 が きわ め て 弱 か っ た。また学校

に お い て 誤答 ン ポート を課 さ れ て も，ど の ような こ と

をすれ ばよ い の か分か らな い とい う状態で あ っ た 。
こ

うした Clに対 して ， 教訓帰納 とい う活動 その もの や ，

教訓帰納の価値が分か りや す い 状況 を設定 し た こ と が

効果的で あ っ た と考 え られ る 。

　 聞題解決に関する 教訓帰納の 体験　さ ら に ，中期 に

な る と
， 家庭学 習 に お い て 自発 的 に 教訓帰納を行 う よ

う に な るもの の ，問題解決 に 関す る教訓 を引 き出 せ な

い と い う問題が 生 じて い る こ と が 明 らか と な っ た 。そ

こ で
， 中期 以降は

， 問題解決 の 教 訓を引 き出す こ とを

繰 り返 し体験 させた 。 問題 解決 に関す る 効果的な教訓

を引 き 出 す た め に は ， 自ら の 認知 プ ロ セ ス を客観的に

捉え る メ タ 認知 と ， 領域知識の 理 解が 不可欠で あ る 。

こ う し た こ とが す べ て の 領域で 指導で き た わ け で は な

い 。 こ の た め最後 ま で 問題解決に 関す る教訓 の 質 に つ

い て は限界が 残 っ た 。 しか し，学校 に お ける教師に 対

して 質問で きる よ う に な っ た と い う事実か らも分 か る

よう に
， 適切 な教訓 は引 き出 せ な か っ た として も ， 「自

分 が理解 して い な い の は どの 部分 か」 とい う メ タ認知

能 力 は育成 され つ つ ある と考 え られた。

　 こ の 事例か らも伺 え る よ うに
， 領域知識や メ タ認知

が十分 で は な い C1の 場合 ， 教訓 帰納 を行 う よ う に な っ

た と し て も，問題解決 に 関す る 教訓 の 質 に つ い て は，

必ず し も す ぐに 向 上 す る わ けで は な い 。領域知識 に つ

い て は ， 適宜補 っ て い く必要 が あ る と考え られ るが
，

具体的な 問題 を 通 じ て，Co と共 に効果的な教訓 を引き

出 す体験 を積 む こ と に よ っ て ，メ タ 認知 が 促 さ れ ，教

訓 の 質が向上 す る可能性が あ る 。
こ の 際 ， Cl が適切 な

教訓 を引き 出せ な い 場合 に は ， 本事例で取 り入 れ た よ

う に ， む や み に 考 え さ せ る の で は な く， Co が 見本 を見

せ る と い っ た 対応 が 有効 と 考え ら れ る 。
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方略の転移 を可能に し た条件

　冒頭 に述べ た よう に ， 本事例 は自発的な方略の転移

とい う稀有な事象が生 じた事例で ある。 こ うした事象

が生 じた背景 に は ， 指導の効果の み な らず ， 前提 と な

る い くつ か の条件が存在 し て い る と考え られ る 。 す べ

て を挙げ る こ と は で き な い が ， 2 点の み言及 す る 。 1

つ 目と し て ． 個人指導で あ っ た こ と を挙げた い
。 個人

指導 と い う環境で あっ た か ら こ そ ， 学習者の 問題に寄

り添 い ， 丁寧 な診断が 可能 と な っ た 。 ま た ， 指導が十

分 な効果 を持 っ て い な い と判 断 し た場面 で は ， 当初 の

指導方針に加え て，異な る工 夫を実施す る こ とが 可能

と な っ た。方略 の転移が 生 じた背景 に は ， 本事例の指

導形 態 の 特徴が少な か らず影響 して い る 。

　友人 同士 の 教え合 い が多 い 学習環境 　もう 1 つ は ，

学習者同士 で 教 え合 う こ と が多 い とい う， C1 の学習環

境の 特徴で ある 。 本事例の Cl の 身の 回 りで は ， 友人同

士 に よ る教 え合い が 頻繁 に 生 じて い た 。 例 え ば ， 放課

後や 休 日 に よ く 2 人 の 友入 と共 に 勉強 し て い た 。 ま た，

学校で は後 ろ の 座席の友人 と教 え合 う関係 に あ っ た 。

Clは，初 回面接 に お い て 「友達 に 分 か りやす く説明 し

て あげられ るよ うに な りた い 」 と い う目標 を立 て て お

り， こ うした友人 との 人間関係が学習行 動 に も影響 を

与 え て い る と考え ら れ た 。

　 学習者同士 の教 え合 い は ， 以下の よ うな プ ロ セ ス で

教訓帰納の促進に結 びつ くと考 えられ る。教訓帰納 と

は，言語化 を中心 とす る方略 で あ る 。

一
方 ， 教 え合 う

と い う活動 も，そ の 多 くは説明 や 質問 か ら な る言語 を

中心 とす る活動 で ある。教訓 帰納を十分 に 獲得 し て い

る と
， 学習者同士 の 教 え合 い の 場 面 で う ま く教 え られ

るとい う効 果が生 じる。本事 例で
’S　

， 後 ろの 座 席の友

人 に ， 教 えられ る ように な っ た とい う報 告が聞かれた。

友人 と の教 え合 い が 多い と い う CIの 学習環境 と ， 言語

化 を求め る教訓帰納の 特色が合致 した た め に ， 指導 し

た 方略の 価値が認識 さ れ や す く， 方略利用の 促進 に結

びつ い た と考え ら れ る 。

　 学習者同士 の 関わ り あい を 通 じ て ， 学習方略の促進

を図る と い う視点 は，こ れ ま で 十分 に 検討 さ れ て い る

と は言 い 難 い （瀬尾th，　zoo8参勵 。 た だ し ， 数 は少な い も

の の ， 研究例が存在 する （e．g ．，　Palincsar＆ Br・wn ，　1984 ；

Uesaka ＆ Manalo ，2007，2｛〕08）。例え ば，　 Uesaka ＆

Manalo （2007，2008 ） は ， 学 習者同 士 の教え合 い を促す

こ と に よ っ て ， 自発 的な 図表の 利用 が促進す る こ と を

示 し て い る。学習者同士 の 教 え合 い と ， 方略利用 と の

関連に つ い て は ， 今後の興味深 い 検討課題 で あ る 。

学校教育 に対する示唆

　最後に ， 学校教育 に 対 す る 示 唆 に つ い て ま と め る 。

冒頭に 述 べ た よ う に ， 教 科横断的な学習方略の指導 は ，

こ れ まで 学校現場 で は あ ま り行わ れ て こ なか っ た点で

あ る 。 し か し ， 学校全 体で コ ン セ ン サ ス を取 り ， 学習

方 法の 指導に取 り組む こ とで ， 児童 ・生徒の学習改善

に つ なが る と考 え られ る 。 ま た ， 指導 し た内容が継続

的に利用さ れ続け る た め に は ， 教師自身が 学習方略に

つ い て の知識 を十分に持ち ， 学習者の行動を積極的に

評価 し た り ， 意味づ け た りす る必要が あ る と い え る 。

近年 ， 総合 的な学習 の 時 間 に教 師 と研究者 が協 力 しな

が ら学習 法講 座 を行 うとい う試 み も行 わ れ る よ う に

な っ て き て い る （篠 ヶ 谷 2008b ；植 阪，2009）。学校教育 に

お い て 学習方 法 に 関す る継続的な指導が行 わ れ ， 児

童 ・生徒の 学習改善に結び っ く こ と を期待した い
。
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How  Learning Strategy Use Transfers Acress Dofferent School

      Subjects : A  Case Simdy on  Promotion  of  SPeninneozas

                          Use of `Zesson
 Induction"

Y[u?I UIISnKA CL4,RAIv SocviTy  FoR  RRoMozlolv  oF  Scrmuc  ! 7bffyo  IMI7:rTullil oF  1]ecllfivaLoc"

           jllmiwsE loLveAmL al] EDncAzaxigL tsrcHoLoGg 201a  58  80-94

  Domain-general  learning strategies  that students  develop can  transfer across  different units  and  different

school  subjects,  Previous research  has not,  however, revealed  how  strategy  use  transfers across  subjects,

nor  the factors that promote  such  transfer. The  present study  examined  these questions through  a  case

study  of  cognitive  counseling,  which  is a  ferm  of  personal tutori ng  based on  cognitive  psycholegy principles.
An  8t"-grade girl was  instructed by  the counselor  in the use  of  a  metacognitive  learning strategy  called
"lesson

 induction" in mathematics.  The  counselor  also  encouraged  the student  to become  more  cognizant

of  her own  beliefs about  learning. After the student's  beliefs about  learning started  to improve, changing

from valuing  enly  the amount  of  time spent  on  problem  solving  to valuing  alse  the quality and  appropriate-

ness  of  the learning method  used,  the student  spontaneously  started  to use  lesson induction in other  units  of

mathematics,  as  well  as  in a different subject,  science.  This finding suggests  that the strategy  use  transfey

observed  may  have  been  influenced by the  student's  beliefs about  learning, In the present  case  study,  the

girl's learning circumstances,  in which  peer instruction was  commonly  utilized,  may  also  have  helped to

facilitate the observed  strategy  use  transfer.

    Key  Words  : strategy  transfer, use  of  domain-general learning strategies,  lesson induction, cognitive

counsellng,  case  study
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