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高校生 の 学習観 の 構造

植　木　理 　恵
’

　本研 究 の 目的 は
， 学習 方略 と の 関連 か ら高校生 の 学習観の構造 を明 らか に す る こ とで あ る。学 習観 を

測定す る尺度は す で に市川 （1995） に よ っ て 提案 され て い る が ，本研究で は そ の 尺度の 問題点 を指摘 し ，

学 習観 を 「学習 と は ど の よ うに し て起 こ る の か 」 とい う学習成 立 に 関する 「信念」 に 限定す る と と も に，

そ の 内容 を高校生 の 自由記述 か らボ トム ア ッ プ的 に 探索す る こ と を ， 学習観 を と らえ る 上 で の 方 策 と し

た 。 そ の 結果 ， 「方略志 向」「学習量 志 向」 とい う従来か ら想定 され て い た 学習観の 他に ， 学習方法を学

習 環境 に 委 ね よ う とす る 「環境 志 向」 と い う学習観が 新た に見出 さ れ た 。さ らに 学習 方略 と の 関連 を調

査 した結 果 ， 「環境 志 向」の 学習者 は，精緻 化 方略 に つ い て は 「方略志向」の 学習者 と同程度 に使用す る

が ，モ ニ タ リ ン グ方略 に な る と 「学習量 志向」の 学習者 と 同程度 に し か 使用 し な い と 回答する傾向が 示

された。また全体の 傾向 として ，ど れ か 1 つ の 学習観 に は大 い に賛同す る が
， それ以外 の 学習観 に は 否

定的で あ る とい うパ タ
ー

ン を示 す者が 多 い こ と も明 らか に な っ た 。

　 キ
ーワー ド ：学習観 ， 精緻化方略 ，

モ ニ タ リ ン グ方略

問題 と 目的

　学習 と は ど の よ う に し て成立 す る の だ ろ うか 。 どう

す れ ば，効果 的 に 学習は進 む の だ ろ うか 。 誰 に も こ の

よ うな学習成立 に 対 す る 基本的 な信念 ， 価 値観 が あ る

だ ろ う 。 本研究で は ， そ の よ うな信念 を 「学習観」 と

よ ぶ 。児童生 徒 が 選択 す る学 習方略 に は ，個 々 人 の 学

習動機や 原因帰属ス タ イル
， 達成 目標 が多大 な影響 を

与 え る こ と が 強調 さ れ て き て い る 。 し か し こ れ ら と同

様に ， もし くはそれ以 上 に ，
こ の 「学習 観」もまた学

習行動 と結び つ く重 要な要因で は な い だ ろ うか 。

1 、学習方略 を規定する要 因

　児童生徒が どの よ うな学習方 略 を選 択 し ， 使用 し て

い る の か， これ に は前述の よ う な 様々 な背景要因が関

与 して い る こ とが明 らか に され て い る 。 国 内外の 多 く

の 研究に よ っ て ， こ の よ うな 方略選択の 個 人差 が説明

され て きた 。 特 に ，自己効力感の高低 （Bundura ，1977，

1985 ；McCombs ，1986 ；Pintrich＆ DeGroot ，1990 ；Zirnmer−

man ＆ Martinz−Pons，1990 ＞， 試験結果に対 し て ど の よう

な原因帰属 をお こ な うか（Borkowski ，　Weyhing ，＆ Turner，

1986 ；伊 藤，1996 ）， 学習者の達成 目標 は ど の よ う な もの

か （Graham ＆ Golan，1991 ；堀 野 ・市川，1997 ；No ］en ，1988 ；

Nolen ＆ Haladyna ，1990 ）な ど に つ い て は ， 学 習方略 と の

関連が 繰 り返 し主張さ れ て き て い る 。
こ の 他に も， 本

邦に お い て 佐 藤 （1998）は，学習 方略の有効性 と コ ス ト

認知 や好み に着目し ，
こ れ らが 学習方略の 選 択 に ど の

匹
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よう に 関連 して い る の か を明 らか に し て い る 。

　さ ら に ， こ れ ら の よ うな 学習者 自身 の 属性 的 な要因

の 他 に も，学 習者を取 り巻 く状 況的な 要因 と ， 学習行

動の 関連 に つ い て も研 究 がな されて きて い る。例 えば，

谷 島 ・新井 （1998 ） は ク ラ ス の 動機づ け構造 の 把握 ， 分

類 を試 み ，
こ れ と児童 の 方略選択 と の 関連 を明 ら か に

し て い る 。 ま た ， 渡 辺 （1990） は ク ラ ス の 学習 目標 に 着

目し，こ の よ うな集団的な 目標 と個人の 学習行動の 間

の 関連 を見 出し て い る。

2 ．学習観の 重要性

　 こ れ ら の属性 的 ・状況的要因が，児童生 徒の 学習方

略に 影響 を与 え て い る と い う こ と は
， 以 上 の よ う な

デー
タ に よ る裏付 けが得 られた 知見で あ る ととも に ，

教育実践場 面 に お い て も有用な 示唆 を与 え る もの で あ

ろ う。 し か し ， 学習の成立 に関す る信念で あ る 「学 習

観」 に 特 に 注目し た 研究 と な る と ， そ の数 は 多い とは

い えな い
。 よ り厳密 に い え ば

， 「学習観」と い う ト ピ ッ

ク 自体 は多 くの 書籍 （例 えば，静岡 授業研究会，1993 ； 柴 田，

1999 な ど）等 で 散 見 さ れ
，

ま た 長年 に わ た っ て 議論 と は

な っ て い る もの の ， 実際に 児童生 徒の 学習観 の 個人 差

を規定 す る次元 と し て は ど の よ うな も の が あ り， そ れ

が学習行動 と ど の よ うな形 で 結 び つ い て い るの か とい

う こ と を取 り上 げ，精密な 調査 を し た 研究は ほ とん ど

お こ なわれ て き て い な い 。

　 し か し ， 自己効力感 や達成 目標 ，動機 づ けな ど と い っ

た 要 因 が 学習行動に 影響す る前提 と し て ， こ の 「学習

観」に つ い て も明確 に 焦 点 を当 て ，研 究をす すめ て い
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くこ とは重 要 な課 題 で ある 。 なぜ な らば ， 例 えばあ る

生徒が 「学習 と は ， そ もそ も反復練習に よ っ て 起 こ る

もの だ 。 したが っ て効果的 に 勉強 をすす め るに は ， と

に か く同じ こ とを繰 り返 して お こ な うの が良 い 。 」とい

う学習観 を強固 に 形成 し て い る と す る 。 も し そ うだ と

すれ ば ， そ の 生 徒 の 自己効力感 を高めた り，達成 目標

を変容 さ せ る よ う な介入 を試み た と して も， 学習方 略

を工夫 した学習 をお こ な うよ う に は な りに くい と推測

さ れ る か ら で あ る 。 また ，
こ の よ うな信念 は必ず し も

ふ だ ん か ら意識 さ れ て い る と は 限 らず ， む し ろ暗黙裡

の うち に 形成 され，知 らず知 らず の うち に 行動 と結 び

つ い て い る場合が 多 い で あ ろ う 。 そ う で あ る と す る な

ら，どの よ うな信念が 学習行動 と関連 し て い る の か と

い う こ と つ い て あ ら た め て 明 確 に す る こ と は，一層重

要な課題 と な る の で は な い か と考 え られ る 。

3 ．こ れ まで の 学習観研究の 問題点

　学習観に つ い て 明確 に 焦点 を当て た研究 の 少 な さ を

指摘 し た が ， そ の 中で ， 堀野 ・市川・奈須 （1990） は 「失

敗 に 対す る柔軟的志向」 と 「思考過程 の 重視」 と い う

学習観の 2 つ の側面 を ， さ ら に市川 （1995）はそれ に 「方

略志向」「意味理解志 向」を加 えた学習観尺度の 作成 を

試み て い る。そ の 項 目内容 の
一例 を TABLE 　1 に 示 す

が ， 教室 な どの 実践場 面 で 児童生 徒 に 見受 け られ る ，

リ ア リ テ ィ の 高い 学 習観の様相 が と ら え ら れ て い る よ

う に 思 われ る。

　 しか し ， 市川 ・堀 野 ・久保 （1998＞が指 摘 して い るよ

う に ，こ の 尺 度は ， 統計的 に は信頼性が O．4〜O．7程度

で あ ま り高 くな く， 因子構造 も明確で な い と い う こ と

が 問題 と し て 残 さ れ て い る。つ ま り ， 概念的 に は 区別

で きる もの の ， 統計的に は ゆ る い
一次元性が あ り， 明

確な相 関関係の パ タ
ー

ン が 見 出 さ れ て い な い と述 べ て

い る 。
こ れ は ，

こ の尺度は 上 述の よ うな学習観の 4 つ

の側面 が測定で き る よ うに作 ら れ て い る が， 1 つ の尺

度内の項 目間相関が 必ず しも高 くな く， 反対 に
， あ る

TABI．E 　1　 市 川 ら （1998＞ に よ る 学 習観 尺度 の
一

部

失敗 に 対 す る柔 軟性

　 思 っ た よ うに い かな い とき，がん ば っ てなん とか しよう とす るほ うだ

（一）間 違 い を す る と，は ず か しい よ う な気 に な る

思 考過 程 の重 視

　 ある問題 が解けた後 で も，別 の解き方 をさが して み るこ とが あ る

（一）自分 で解 き方 を い ろ い ろ 考 え る の は，め ん ど う く さ い と思 う

方略 志 向

　 成功 した 人 の 勉強 の し か た に 興 味が あ る

（
一

）成 績 を上 げ る に は，と に か くた くさ ん 勉 強す る しか な い

意味理解志向

　 図や 表で 整 理 しなが ら勉 強 す る

（
一

）数 学 （算数 ｝ の 勉強 で は，公 式 を お ぼ え る こ とが 大切 だ と思 う

（
一

） は 逆転 項 目 を示 す

尺 度 と そ れ以外の 尺度の 間に は ， 有意な相関が 見ら れ

ると い う こ とで あ ろ う。そ うだ とすれ ば，こ の まま で

は学習観尺度 と し て妥当な もの と は い え ず ， 実際の 教

育 場面 に も利用 し に くい で あ ろ う 。

一体 ど の よ うな 要

因に よ っ て ，
こ の よ うな信頼 性 の 低 さや 不明瞭 な因子

構造が み られ た の で あろ うか 。 そ の 主な理由の 一
つ と

し て ， 項 目 の 質 問様式 に 関 す る 問題 が 挙 げられ る の で

は な い か と考 え ら れ る 。 例 え ば ， 「勉強の 仕方 をい ろ い

ろ工 夫 し て み るの が 好 き だ 」 と い う項 目 は 学習 者の 好

み に つ い て尋ね て い る が ， そ れ と 同時に 「テ ス トの成

績が 悪か っ た と き ， 勉強の 量 よ り も方法 を見な お し て

み る 」 と い う学習行動そ の もの を尋 ね る項目 も混在 し

て い る 。 子 ど も に よ っ て は ， 工 夫する の が良 い こ と だ

と は考 え て い て も，実際 に は そ うし て は い な い と答 え

る場合 も多 々 あ る だ ろ う。
つ ま りこ の 尺度 に は

， 学習観

の ど の よ うな側面 を測定 しようと して い る の か が ， やや

曖昧 な と こ ろ が あ る。上 述 し た よ うに
， 「学習観」 を あ

くまで も信念で あ る と限定 した形 で とらえな お し， そ

れ に 統
一

した 尺度構成 をお こ な う配慮が必要で あ ろ う。

　 また こ れ ら の 尺 度は ， 研究者 自身が ，自らの 教育経

験 や学習 経験 に 基 づ い て トッ プ ダ ウ ン 的 に 項 目内容 を

想定 し ， 作成 し た も の で あ る 。 し か し ， そ れ が実 際の

児童生徒 の もつ 学 習観 とは必 ず しも
一

致 して い な い 部

分 が あ っ た の で は な い だ ろ うか 。例 え ば ， 「方略志 向」

と対立す る概念 と し て は 「物量 主義」の み が 挙げ ら れ

て い る。しか し， 実際 に 児童生徒 か らボ トム ア ッ プ 的 に

学習観 を抽出 し て み れ ば ，
こ の 尺度で は想定 さ れ な か っ

た よ うな学習観 も見出さ れ る の で は な い だ ろ うか 。

4 ．本研究で の 学習観 の と らえ方

　 本研究で は 以 上 の よ うな問題点を踏 ま え ， 学習観を

「学習 と は ど の よ うに し て起 こ る の か ，ど うし た ら学習

は 効果 的 に 進 む の か 」と い う学習成立 に 関す る 「信念」

で ある と限定す る と同時に ， そ の 内容 を高校生 の 自由

記述 か ら ポ トム ア ッ プ 的 に 探索す る こ と を ， 学習観 を

とらえ る 上 で の 方策 とす る 。 手続 き とし て は ， まず研

究 1 に お い て ， 高校生 が 実際 に ど の よ うな 学 習観 を

持 っ て い る の か を把握 し， そ の 後研究 IIで は ， そ こ で

得 られ た様々 な学習観が ， そ れ ぞ れ どの よ うな性質 を

持 っ て い る の か と い う こ と を明 らか に す る。

　 どの ように し て個々 の 学習観の 性質を明 ら か に す る

か ， こ れ に は 様 々 な ア プ ロ
ーチ が 考 え られ る で あ ろ う。

本研究 は ， 冒頭 に 述 べ た よ う に学習行動 との つ なが り

か ら学習観の 重 要性 とい う問題提起 をお こ な っ た も の

で あ る。 した が っ て ， 高校生の使用す る学習 方略が 学

習観 に よ っ て ど の よ う に 異 な る の か 調査 す る こ と に
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よ っ て ， そ こ か ら学習観の 性質 を明確 に して い く方法

が ，こ こ で は 妥 当で あ ろう。 従来の学習方 略 に 関す る

研究 に お い て は ， 方略の 種類 を認 知的方略 （cognitive

strategy ） と 自己制御方略 （self ・regulation 　 strategy ） の 2

つ に 分類す る傾向が あ る 。 例 え ば Shunk ＆ Zimmer・

man （1998） は，記憶課題 の 際に 丸暗記 す る の で は な

く，既存知識 と関連 づ け て覚 え よ う と す る 「精 緻化 方

略」 を前者に ， そ して 問題解決 や文章読解の 際に ， 自

分の 理 解状態 を メ タ的 に 自己監視す る 「モ ニ タ リン グ

方略」を後者 に分類 して い る 。 こ れ ら の 学習方略 の使

用 が 促進 さ れ た り ， ま た は 抑制 され た りす る要因 の 1

っ と し て ， 本研究 で 取 り上 げ る学習観が 関わ っ て い る

の で は な い か と 予測 され る。しか し そ の 関連 の し か た

は ， 学習方略 の 種 類 に よ っ て も 異 な る の で はな い だ ろ

うか 。 そ こで ， 本研究 で は認 知的方略の 1 つ と され る

精緻化方略 と，自己制御方略 の 1 つ と さ れ る モ ニ タ リ

ン グ方略 に着 目す る こ と と し ， 学習観 との 関連 の し か

た が ど の よう に異な るか 検討 す る こ と と した 。

予 備 調 査

〈 目的 〉

　高校生 が持 つ 学習観に つ い て ， 自由記述 調査 に よ っ

て収集 し整理 す る。

〈方法 〉

　調 査対象 　県立 高校 生 121名 （高 1男 子 20名，女 子 15

名 ／高 2 男子 23名，女子 20名／高 3男 子 20 名，女 子 23名）。 全

員 が 大学 進学 ク ラ ス に所属 して い る。

　調査内容　 まず，「あな た は，学校で の 成 績 をよ くし

た い と思 っ て い ま す か ？」 と い う学習 動機の 高さ を確

認 す る質 問 に 対 し て 「（1）全 くそ う思 わな い 」 か ら 「 

と て も そ う思う」まで の 5 段階評 定を 求 め た。次 に 「学

習 と は ， ど の よ うに し て 起 こ る の で し ょ う。
つ ま り，

あなた は どの よ うに 勉強すれ ば ， 効 果的 だ と考 え て い

ま す か ？実際に あなたが そ う して い る か ど うか は ，
こ

こ で は気 に し な い で ， 効果的だ と思 う学習方法や ， 心

構 え等 を挙げて み て 下 さ い 」 と い う質問 に 対 して ，自

由記述 を求め た 。

〈 結果 と考察 〉

　学習観 を 「どう した ら学習 が 効 果的に進 む か 」 と い

う信念 に 特定す る た め ， 成績 を上 げた い か ど うか と い

う質問 に 対 して 「全 くそ う思 わ な い 」 と 回答 した 12名

は ， 今回 の 分析 か らは除外 す る こ と と し た 。 事実 ， そ

の 12名 は学習観 の 自由記述 は 白紙 で あ っ た 。 残 りの 109

名か らは ，

一
人 当た り平均 1．8個（1〜4 個 ）の 記述 が得 ら

れ た 。 調査対象 と し た 高校の 教師 2 名の 意見 を参考に

し なが ら， その 記 述 の う ち ， 意味的に ほ と ん ど同
一

と

見な せ る もの （「日々 の 積 み重 ね が 大切 だ と 思 う」と 「毎 日勉 強

す る こ と が 効 果 的 だ と思 う」な ど）の み を ひ と ま と め とし て

くくり． 少 しで も意味の違 う もの は別の 学習観 と し て

整 理 し た 。 さ ら に本研究で は信念 に 絞 っ た尺度作成 を

ね らい とす るた め ， 好 み （例 「グル ープ で 勉 強 す る の は あ ま

り好 き で ない 」〉や行 動 （例「苦手 な 教 科 か ら順 番 に して い ます」）

に関す る記 述 は 除外 し，最終的 に 18文 を抽出した。そ

の 結果 ， 主 に学習方 法，学 習量 ， そ し て 学習環境の 重

要性 に つ い て 言及 し て い る 記述が それ ぞれ 6 文ず つ 見

られ た。したが っ て ，学習観 は こ れ らの 3種類 に 分類

さ れ る の で は な い か と推 測 され た。

研 　究　 1

〈 目的 〉

　予備調 査で得 られ た 学習観 に つ い て ，
こ れ らの 学習

観の 個人 差 を規 定 して い る 因子 を抽出す る こ とを通 し

て ， 推測 さ れ た よ うな 3種類 に 分 け ら れ る か ど うか 調

べ る。また因子 間の 関連等か ら ， それ ぞれ の 学習観が

互 い に どの よ うな関連 を持 つ の か 考察 す る 。

〈 方法 〉

　調査 対象　県立高校 2年生 265名 （男 子 151名，女子 114

名〉，全員が 大学進学ク ラス に所属 して い る 。 な お ， 調査

対象 と した高校は予備調査 をお こ な っ た高校 と は異な る 。

　調査内容　予備調 査 に よ っ て 整理 し た 各項 目 に つ い

て，「（1）全 く そ う思わ な い 」「  そ う思わ な い 」「（3）どち

らか と い う と そ う思 わ な い 」「（4）ど ち ら と も い え な い 」

「  ど ち らか とい う とそう思 う」「（6）そ う思 う」「  全 く

そ の と お りだ と思 う」の 7 段階評 定
2
を求 め，分析 を お

こ な う際に は 「（1）全 くそ う思わ な い 」を 1 点 ， 「（7）全 く

そ の と お りだ と思 う」を 7 点 と し た 。

　調査手続 き　評 定は 各教 室 内 で 集 団 的 に 実施 し た 。

そ の 際 ， 社会 的望 ま し さ 等 に よ る バ イ ア ス を考慮 して

ク ラ ス 担任 に は 退 室 し て もら い ，1）調 査の 結果 は集団

データ として処理 され る こ と と ， 2）個 々 人 の 調査結果

が 教師等に 伝 え られ る こ とはな い こ と を筆者が説明 し

て お こ な っ た 。

＜結果 と考察 ＞

1 ．学習観の 因子構造

　学 習観 尺 度 の 項 目 18項 目 に つ い て ， 主 因 子 法 ・

2　 本調 査 の 前 に，高校 生 195名 に 対 し て 同 様の 質 問項 目 で 5段

　階評 定 を定 め た と こ ろ ， や や 天 井 ・床 効 果 の 傾 向が 見 ら れ た。

　し た が っ て ， 質 問 項 目 を例 え ば 「〜が 重 要 だ 」か ら 「〜が 重 要

　と 思 う」な ど，や や 緩 や か な 表 現 に
一

部 改 め る と と も に ， 7段

　階評 定 で 測 定 を し直 す こ と と した 。
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Promax 回転 に よ る因子分析 をお こ な っ た 。 固有値の

推移 （第 1因子か ら順 に 5．48，　3．53，1．23，043，0．33，以 下 省 略 ）

な ら び に解釈可 能性か ら ， 3 因子が 最 も適切な因子 数

と判断 された 。 こ の とき の 3 因子 に よ る 累積説明率 は，

66．72％ で あ っ た 。 回 転 後の 因 子負荷 量 を TABLE 　2 に

示 す 。

　さ て ， 高校生 の 学習観 の個人 差 は ど の よ うな因子 に

よ っ て規定さ れ て い る と い え るだ ろ う か 。まず ， 第 1

因 子 に高 く負荷 し て い る項 目 を見て み る と ， そ の 内容

は例 えば 「4．良 い 塾 に通 っ て い る こ とが ，成績 を上 げ

る こ と に つ な が る」な ど の 6項 目で あ っ た。こ れ らは

市川 （1995）の 学 習観尺度 で は 全 く う か が わ れ な か っ た

項 目内容で あ る と い え る 。 ど の よ う に ま とめる こ とが

で き る だ ろ うか 。 最 も大 きな特徴 は ， 市川 らの 「方略

志 向」や 「物 量志 向」の よ う に ， 学習者 自身が 自分 の

学習過程 を統制 し よ う と す る 態度 と は 異 な る点 で あ ろ

う 。 つ ま り ， 自分 で 方法 な り， 量 な りに こ だ わ りを持

つ とい う信 念 で は な く， 例え ば塾 や 教室な ど ， 何 らか

の 「効 果的な学習環境」 と い う も の が ，学習 者 の 外側

に存在 し て い る と考 えて い る様子 が うか が え る 。 そ し

て ，その ような良 い 学習 環境 に 身を置 く こ と で，勉強

と は い つ の 間に か 身 に つ い て く る も の で あ る と考 え て

い る の で は な い だ ろ うか 。 そ こ で ，
こ れ らの 項目を ま

と め て 「環境 志向」 と命名 す る こ と と し た 。

　次に第 2 因子 に 高 く負荷 し て い る項 目を見 て み る と，

そ の 共通 点 は ， 学習 と は 自分 で そ の 方法 に つ い て 試行

錯誤 し ， あれ こ れ と工 夫を しなが ら要領 を得 て い くも

の だ と い う考 え方 で あ ろ う 。 ま た 第 3 因子 に 高 く負荷

し て い る項目を見 て み る と，学 習 の 量 や時 間 を重 ん じ

る考え方で あ り，反復練習 に よ っ て 学 習が成立 す る と

い う信念 で あ る こ と が うか が え る 。 こ れ ら の 信 念は市

川 （1995）で 挙げ られ た 「方略志 向」 「物量 主 義」とほぼ

同義で あ る と い える で あ ろ う。そ こ で ， 第 2因子 に つ

い て は 「方略志 向」 と命名 し た 。 ま た ，第 3因 子 に つ

い て は，「物量主義」よ りもよ り内容 を適切 に 表 現 す る

因 子名 を採 用 し， 「学習量志 向」 と命名 し た 。

2 ．志向間の 関連

　以 上 の よ う に ，高校生 の 学習 観 に は 少 な くと も 3 種

類 の も の が ある こ とが明 ら か に な っ た 。 そ れ で は ， そ

れ ぞれ の 学習観に対 し て ， 被調査者 は ど の よ うな回答

傾向を示 して い るの で あ ろ うか 。 そ の 傾向を把握す る

た め に
， 被調 査者 の 尺度得点を ， 「どち ら と も い えな い 」

に あ た る 4 を境 に 高群 ， 低群 に 分類 した 。な お
， 少数

で はあ っ た が ， 尺度得点が ち ょ うど 4 を示 した 者は高

群 に も低群 に も分類 せ ず に 除外 し た 。 各志向の 高低 に

よ る ク ロ ス 集計表 を TABLE 　3 に 示 す 。 それ を見て み る

と，比較的多 くの 人 数が 属 して い る セ ル が 3 つ あ る こ

と が 分 か る 。 それ は ， 「方略志向縞 ）・学習量 志向（低 ）・

TABLE 　2　学習観尺度項 目の Mean （SD），因子 分析 の 結果 （Promax 回転後の 因 子パ タ
ーン ） お よ び因子 問相関

質 問項 目 環境 志 向　 方略 志 向　 学 習量 志向 　共 通 性 　 Mean （SD ）

第 1 因 子 （α ；．86） 3．44 （1．70）
4 ，良 い 塾 に 通 っ て い る こ とが，成績を 上 げ る こ と に っ なが る。
7 ．家庭 教 師 に 習 っ て い る と成 績 は 上 が る と思 う。
9 ．大事 な こ と は，勉 強 しや す い 環 境 に い る と い う こ と だ 。

12．教え 方の う ま い 先生 に 習 っ て い れ ば，成績 は 良 くな る もの だ 。
17．み ん な の 成 績 が い い ク ラ ス に い れ ば，成績 は 良 くな る 。
18．成績 を上 げ る た め に は ， 分か りや す い 授業を す る 先生 が 必 要 だ。

0、71　　　　
−O．15

0．81　　　　−0，15
0，82　　　　−0．08
0、90　　　　

−0．12
0，72　　　　

−0．11
0，93　　　　

−0．07

一
〇．24
−0．24
−0．26
−O．25
−O．39
−O．20

 ．50　　　3 ．43 （1．92）
0．67　　　3．54（1．86）
0．67　　　3．42（1．78）
0，70　　3．45（1．82）
0．51　　　3．40 （1．87）
0．71　　　3．41（ユ．88＞

第 2因 子 （α
＝，85） 3，20 （1．65）

2 ，勉強が で き る人 は，勉 強 の や り方 が う まい 人 だ。
5 ，人 そ れ ぞ れ，自分 に あ っ た 勉 強 方 法 を 工 夫 し た 方 が 効 果 的だ。
8 ．勉 強す る前 に

， ど うい うふ うに し た ら うま くい くか 考 え る必 要 が あ る。
13．ど う勉 強 した ら成 績 が 上 が る か ，と い うこ と を 考 え る の は 効果的 だ。
14．勉 強 の しか た は 自分 で 変 え て い く と効 果 が あ る。
16．成績の 良い 人 は要 領 が よい 。

一
〇．07
−0．14
−0．07
−O．17
−0．12
−0．07

0．850
．900
．810
．800
，820
．72

一
〇．22
−O．22
−0．28
−O．25
−O．24
−0，20

0．65　　　3．ll（1．75）
0．71　　3 ．22 （1．75）
0．65　　　3．2S（1．SO）
0．65　　　3．27（1，81）
0．63　　　3．19（1．93）
0．47　　　3．19（2．02）

第 3 因子 （α
＝．8の 3．62（1．84）

1 ．1 日何 時間 と決 め て コ ツ コ ツ と勉 強 し て い れ ば，い つ か 報 わ れ る。
3 ．と に か く根 性 を も っ て 頑 張 り続 け る こ とが 効 果 的 だ。
6 ．同 じ事 を繰 り返 して い る うち に ，

い つ の 間 に か そ れ が 身に つ く。
10．勉強 が で き る で き ない は，勉 強 した 量 に 比 例 す る。
11．た くさ ん の 量 を積 み 重ね る こ とが 効 果 的だ 。
15 ．時 間 をか け て勉強す る こ と が 効果 的だ 。

一
〇．24
−O．31
−O．38
−0．25
−0．25
−0．22

4
だ
U7

ρ
Q12

122231000000一
　一
　一
　一
　一
　一

O．840
．840
．850
．790
．850
．83

0 ．790
．710
．760
，690
．760
．78

3．57（1 ，99）
3．74（1．94）
3．73（1．97）
3．67（1．91）
3．31（1 ．89 ）

3．71（2．06）
因子間 相 関 環境 志 向

方略 志 向

一
〇．03 一

〇．29
−O．39

項目前の 番号は，質問紙 で の 配列 順 序 を示 す。
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TABLE 　3　各志向の 高低に よる人 数分布 （研究 1）

学 習 量 志 向 　　 方 略 志向 環境志向

低
低

高

　 低

18 （6．9）
5］（19．6）

　 高

66（25．4＞
17（6．5＞

高
低

高

　 低

72 （27．7）
12（4．6）

　 高

19 （7．3＞
5（1．9＞

（ ）内は 合計 人 数260名 を分 母 と し た と き の ％

環境 志 向 （低）」 「方略志 向 （低 ）・学習量志 向 （高）・環境

志 向 （低）」「方略志向 （低 ）・学習量志向 （低）・環境志向

塙 ）」と い う組 み 合 わ せ で あ る。つ ま り，あ る 1 つ の 志

向が 高 く， 残 りの 2 つ の 志向 は低 い 傾向に あ る被調査

者が多 い とい う こ と に な る。こ れ は 「方略志向」「学習

量 志向」 「環境志向」と い う学習観の う ち ， どれ か 1 つ

の 信 念 に 対 し て 重み づ け を し て い る と い う こ と に な る

が ， な ぜ こ の よ うな結果 に な っ た の だ ろ うか 。危惧す

べ き点の 1つ と し て ， 被調査者が作為的に どれ か 1 つ

の 学 習観 を選 ん だ の で は な い か と い うこ と が挙 げ られ

る だ ろ う。 しか し， 調査 時 に そ の よ うな意 図的 な 選 択

を促す よ うな教示は お こ な わ れ て お らず ， また項 目は

ラ ン ダ ム に 提示 さ れ て い る た め
，

そ の よ うな 反応 は ま

ず不可能で あ る 。 また各志向間の 因子 問相 関 は い ずれ

も負の 値 を示 し て い た 。 こ れ ら の こ とを合わ せ て 考 え

る と ， どれ か 1 つ の 学習 観に賛同 し，それ以 外の 学習

観 に は否定的で あ る と い うパ ター ン を示 す学 習者 が 多

い の で は な い か と い う こ と が 推測 さ れ る 。

　以 上 に 述 べ た よ うに ， 研 究 1で は，1）3 つ の 学 習観

が 存在 す る こ と ， 2）そ れ ら は個人 の 中に併存す る こ と

は な く，
い ず れ か ひ とつ が そ の 個人 の 信念 と な っ て い

る傾向が うか が え る こ と の 2 点が明 らか に な っ た。こ

れ らの 信念 として の 学 習観が ， そ の個人 の採用す る学

習方略 を規定 し て い る で あ ろ う こ とは容易 に 推測 さ れ

る こ と で あ る 。 こ う し た観点 か ら研究 IIで は，い か な

る学習観が い か な る学習 方略 と結び つ い て い る の か 明

ら か に す る こ と に よ っ て ， 各学習観 の 性 質 をさ ら に 明

らか に した い 。

研 　究 　 II

〈 目的 〉

　学習観 に 関す る 3 つ の 志 向に つ い て ， それ ぞれ ど の

よ うな性質 が あ るの か とい う こ と を ， 学習方略 の使用

と の 関連 か ら明 ら か に す る。

〈方法 〉

　調査対象　県立 高校 3年生 366名 （男子 195名，女 子 171

名 ）， 全員が大学進学 ク ラ ス に 所属 して い る。研 究 1 と

同
一

の高校 で あ る 。

　調 査内容   研 究 1 で 作成 した学習観尺度 と，  学

習方略尺度 （精 緻化 方 略 とモ ニ タ リン グ方略 の 使 用 に つ い て 尋

ね る も の 6項 目 ず つ ）の 計 30項 目か ら な る質問紙 を ク ラ ス

ご と に配布 し ， 集団的 に 実施 した 。 上述 した よ う に 学

習方略 は認知的方略 と制御的方略 に よ っ て性質が異な

る もの と考 え られ て い る た め
， 本研 究 で は そ れ ぞ れ の

代表的な方略で あ る精緻化方略 とモ ニ タ リ ン グ方 略 を

取 り上 げる こ と と す る 。 学習観尺 度 に つ い て は研究 1

と同様 に ， 学習方略尺 度に つ い て は 「（1）全 くそ う しな

い 」「  ほ と ん ど そ う し な い 」「（3）ど ち らか と い う とそ

う しな い 」「（4）ど ち ら と もい えな い 」 「（5）ど ち ら か と い

う と そ うす る」「  よ くそ うす る 」「（7）必 ず そうす る」

まで の 7 段 階評 定 を 求 め ，分 析 の 際 に は 「（1）全 くそ う

しな い 」を 1点 ，「（7｝必 ず そ うす る」を 7点 と した もの

を用 い た 。

　調査手続 き　質 問順 序は まず学習観 に つ い て ， そ の

次 に学習方略 に つ い て 尋 ね る こ とと した 。 それ は ， 精

緻化方略や モ ニ タ リ ン グ方略 に つ い て 知 る と い う こ と

に よ っ て
一時的 に 「方略志 向」 に 傾 く可能性や ， 被調

査 者が 自分 の 学習 行動 の 合理 化 が な さ れ る よ うに 後 づ

け的 に 学習観 を考 え る と い うよ うな バ イ ア ス を回避す

るた めで あ る。また評 定は各教室内で 集団 的に実施 し

た が ， 研究 1 と同様の 手続 き に よ り， 社会 的望 ま しさ

等 に よ るバ イ ア ス に も留意 し た 。

＜結 果 と考察 ＞

1 ．学習方略尺度の 信頼性

　学習 方略尺 度は ，近年の 方略研究 に お い て 幅広 く用

い ら れ て き て い る Pintrich＆ DeGroot （1990） を 日本

語訳 した 伊藤 （1996） を参考 に し た 。 こ の 尺 度は 「普段

の 学習場面で の 方略の使用状況」 に つ い て 自己 内省 さ

せ る も の で あ り， 本研究の 目的と 照 らし合わせ た とき

に ，内容的に 妥当な もの で あ る と判断 し た た め で あ る 。

’

そ の 中か ら精緻化方略 とモ ニ タ リン グ方略 に 該 当す る

項 目 を そ れ ぞ れ 6 項 目ずつ 選択 し，高校生 に 分か りや

す い よ うに
一

部表現 を修正 しな が ら作成 し た
。 主因 子

法 ・Promax 回転 に よ る因子分析 を お こ な っ た結果 と

α 係数 を TABLE 　4 に 示 す 。 そ の 結果 ， 本尺度 の信頼性

は 十分に ある と判断 した 。

2 ．志向間の 関連 の 再現性

　 まず志向間の 因子 間相関を求 め ， 次 に 研究 1 と同様

の 手続 き に よ っ て 「ど ち ら と も い え な い 」に あ た る 4

を境 に高群 ， 低 群 に 分 け て そ の 人 数分配 を調 べ た と こ

ろ ， 因子 間相関に つ い て は研究 1の 結果 と同 様に ， 各

志 向間 に 負 の 相関が 見 ら れ た （TABLE 　5）。 さ ら に TABLE
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TABLE 　4　学習方略尺度項 目の Mean （SD ）， 因子 分析の 結果 （Promax 回転後の 因子 パ タ
ー

ン ） お よ び因子間相関

第 1因 子　第 2因 子　共通 性 　 Mean （SD）

精 緻イ匕方 略 （α
＝．87） 4．25（1．80）

20．（一）勉 強 内容 を覚 え る と き，意味が 分か ら な い 言 葉は 頭 の 中で 繰 り返 して 覚 え る。
22 ．何 か を読 んで い る とき，読 ん で い る こ と と 自分 が 知 っ て い る こ と を関係 づ けよ う と す る。
25 ．勉 強 して い て 何か 難し い 言葉が あれ ば ， 自分が分 か るよ うな言 葉 に 置 き換 えて 理解 す る。
27．（一）勉 強 し て い て 分 か ら な い こ と が 出て きた ら，そ の ま ま 暗記 す る。
28，勉強で 何か 覚 え ら れ ない 事 が 出 て きた ら，自分が 覚 えや す い よ うに 工 夫し て 覚え る 。

30．勉 強 内容 を暗 記 す る 前 に ，そ れ が 頭 に 残 りや す い よ う な 形 に 変え て 覚 え よ う と す る。

0．870
．790
．820
．810
．750
．79

0．130
．230
．240
．200
．160
．23

0．54　　　4．18（1．85）
0，51　　4．13（1．77）
0．57　　　4，42（1．76）
0．56　　　4，33（1．79）
0．49　　　4．31 （1．84）
0．49　　　4 ．13（1．77）

モ ニ タ リ ン グ方 略 （α
＝．88） 3．15（1，56）

19 ．授 業中や 授業後 に ，先生 が言 っ た こ と を自分 が理 解 で きて い るか 問 い 直 して み る。
21．問 題 を解 い て い て 分 か ら な くな っ た と き，ど こ で つ まず て い る の か 一度考 え て み る。
23．勉強 し て き た こ とを確認 す る た め に ，自分 自身 に 質 問 す る。
24．読 ん で い る と き に，一

度 中断 し て ，読 ん だ 内容 を 確 認 し な が ら読 み 進 め る 。

26．何 か を読 んで い る ときに ，自分 が ど の 箇所 ま で 理 解で き て い るの か 考 え なが ら
’
読 む 。

29 ．（一）教科書や 参考 書を読 む と き，自分が 内容 を理 解 で きて い る の か ど うか 分 か らな い 。

0．250
．190
，190
．200
．110
．25

0，770
．830
．820
．790
．820
．77

O．48　　　3．07（1，64）
0．57　　　2．97（1．51）
0．57　　　2．95 （1 ，52）
0．50　　　2．98 （1 ．45）
0．59　　　2．80（1 ．52）
0．42　　　4，13（1．70）

因 子 間 相関 0．46

（
一〉は 逆 転 項 目 を示 す 。項 目前 の 番号 は，質 問紙 で の 提 示順 序 を示 す e

TABLE 　5　 志 向間の 因子 間相関 お よび各 志向 と学習 方

　　　　 略の 間 の 相関係数

方 略 志 向 　 　学習 量 志向 　 　環境 志 向

学習 量 志 向

環境 志 向

一
〇．32
一
 ．  1 一

〇．35

精緻 化 方 略 　 　　 　　 0．37榊

モ ニ タ リ ン グ方略　　0．36輯

一
〇．34車 ボ

ー0．28寧 串

  ．38° °

−0．27綿

”

P〈，Ol

TA 肌 E 　6　 各志 向 の 高低 に よ る人数分布 （研 究 ID

掌習 量 志 向　　 方略 志 向 環境 志 向

低
低

高

　 低

26（7．2）
64（17．8）

　 高

82（22 ．8）
33（9．2）

高
低

高

　 低

82（22．8）
26（7．2）

　 高

31（8，6）
16（4．4）

（ ）内 は 合 計人数360名を 分母 と し た と き の ％

6 か ら分か る よう に ， どれ か 1 つ の 志 向が 高 く ， 残 りの

志向 は低め で あ る とい う傾 向 も ， 研 究 1 と同様 で あ っ

た 。

3 ．学習方 略 と学習観の 関連に つ い て

　各志 向 と学習方 略 の 間 の 相 関 分析 の 結果 を TABLE

5 に 示 す。そ の結果，「方略志向」 と精緻化方略 ，
モ ニ

タ リ ン グ方略の 間に それ ぞれ有意 な正 の 相関 が 見 られ，

「学 習量 志向」と精緻化方略 ，
モ ニ タ リ ン グ方略の 間に

は それ ぞれ有意 な負の 相 関が 見 られた 。 さ ら に 「環境

志 向」に 関 し て は ， 精緻 化 方略 と は 正 の 相関が ，
モ ニ

タ リン グ方略 とは負の相関が 見 られた 。 こ こ で ， 各志

向の性質 を よ り分か り や す くす る た め に ，
こ れ 以 降は

先 ほ ど 「どち ら と もい え な い 」 と い う中立 点を境 に 分

類 した 「方略志 向 （高）・学 習量志 向 （低 ）・環境志向 （低 ）」

の 64名 を 「方略志向群」， また 「方略 志 向 （低 ）・学 習量

志 向 （高）・環 境 志 向 （低 ）」 の 82名 を 「学 習 量 志 向

群」， そ して 「方略志 向 （低 ）， 学 習量 志 向 （低），環境 志

向 （高 ）」の 82名 を 「環境志向群」と し ， 計228名を各志

向の 典型例 と し て
， 特 に 分析対 象 を絞 っ て検討 し て み

る こ と とした 。

　ま ず ， 学習観 に よ っ て精緻化方略の 使用 は ど の よ う

に異な る で あ ろ うか 。精緻化 方略尺度 の 得点を従属変

数 と し て ， 学習観 を要因 と した分散 分析 をお こ な い ，

Tukey の WSD 検 定に よ る 多重比較 を お こ な っ た と

こ ろ （TABLE 　7）， 「方略志 向群 ・環境 志 向群 〉学習量志

向群」 が 1 ％水準で 有意 と な っ た 。 そ れ で は ，
モ ニ タ

リ ン グ方略 の 場 合は ど うで あ ろ うか 。 精緻化方略 と同

様 に分散分析 と ，
Tukey の WSD 法 に よ る多重比較 を

お こ な っ た と こ ろ （TABLE 　7）， 今度は 「方略志向群 〉 環

境志 向群 ・学習量志 向群」 と い う結果 に な っ た （1％ 水

準 ）。
こ こ で ， 「方略志向群」が 「学習量 志 向群 」よ りも

精緻化方略お よ び モ ニ タ リ ン グ方略 を よ り多 く使用 す

る と回答 して い るの は，あ る意味当然 の 結果で あ る と

い え る だ ろ う。 こ こ で 着目す べ き特徴 を持 っ て い る の

は，「環境志向群」の 学習者で は な い だ ろ うか 。 なぜ な

ら ， 彼 ら は 「方略志 向群」の 学習者 と同程度 に 精緻 化

方略 を使用 す る と答 え て い る
一

方で ，
モ ニ タ リン グ方

略 に関 し て は 「使用 しな い 」 とい う回答 を す る傾向 に

ある か ら で あ る 。

TABLE　7　 志 向群 ご との 方略尺度得点お よ び分散分析

　　　　 結 果

方略志向群　学習量志向群　環境志向群　　F匳　　　　多重比輳の結果

精融化方路　　　　　5．51〔1．33［　　2．53〔1」1）　　5．26CO．83）　20．2S，，　〔方略，環境〉学習量〕
鎚

モニタリング方略　4．72（O．79｝　 2．25〔1．59）　 2．29〔1．IG）　 15．82”　〔方略〉環境，学習量｝”

（ ）内 は SD。 “
P〈．01
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総合的考察

植木 ：高校 生 の 学習観 の構造

1 ．「環境志向 」につ い て

　研究 1で は，学習 は ど の よ う に 起 こ る の か と い う「信

念」を学習観の 定義 と定 め，高 校生 に は ど の よ うな 学

習観 が 存在 し て い る の か と い う こ とに つ い て，ボ トム

ア ッ プ的 に 調査 を お こ な っ た 。 そ の結果 ， 「方略志 向」

「学習量 志 向」「環境志 向」 と い う 3 種類 の学習観が見

受け られ た 。 これ ら の項 目内容か ら考 え る と ， 先述 し

た よ う に 「方略志 向」 は す で に 市川 （1995）の 学習観尺

度 で 想 定さ れ て い る も の と同様 であ り，「学習 量志向」

は 「物量 主義」 と ほ ぼ 同義の も の と見 なす こ とが で き

る 。 しか し 「環 境志 向」 の よ うな信念の 存在 は こ れ ま

で 想定 さ れ て き て お らず ， 本研 究 に よ っ て 新 た に 見 出

された学習観で あ る とい え よ う。 「環境志 向」とは ， 塾

や 成績 の 良 い ク ラ ス ，教え方 の 上手 な教師な ど， 「効果

的 な環境」に接 し て い れ ば勉強が で きる よう に な る と

い う，
い わば他力本願的な側面 を持 つ 信念で ある 。 こ

れ は 「方略志 向」や 「学習量 志向」 が ， 自分 自身 で 方

法な り学習量な りを調節 して い こ う とす るの と対照的

で あ る 。

　近年 ， 援助希求方略 （help−seeking 　strategy ） に代表 さ

れ る よ うな ，自分 自身で 学習環境を整 え て い こ う と す

る態度が 自己調節学習 （self・regu ］ated 　learning）の 研究分

野 に お い て 重視 され て き て い るが ， 本研究で の 「環境

志 向」 は
，

こ の よ うな積極的な 考え 方 と も異 な る もの

で あ る 。 項 目を見れば分 か る よう に ， す べ て 「ど こ ど

こ に 所 属 さ え し て い れ ば ， 自動 的 に 成績 が 上 が る」 と

い うよ うな ， 他者や環境 な ど に学習そ の もの の 「下駄

を預け る」考 え方 とい えよ う。市川 （1995）で は学習方

略 に 関連 す る学習観 と し て は 「方略志向 vs ．物量主義 」

と い う対立構造 の み が 想 定 され て お り， ま た ， こ れ ま

で 「日本の 子 ど も は物量主義 的 な者 が多 い 」 と され る

風 潮 が あ っ た が ，本研 究で は ， こ の 「環境志 向」の よ

うな信念 を持 っ 高校 生が，「学習量 志向」と ほ ぼ 同程度

の 割合 で存在 して い る こ と が示 さ れ た 。

　以上 の よ う に ， 本研究 は自由記 述か らの ボ トム ア ッ

プ 的 な調査 に よ っ て，こ れ ま で研究者が想定 して こ な

か っ た ような学 習観 の 存在が 示 され た 。 し か し ， こ の

よ う な 調査 方法の み で は 以下 の よ うな課題が 残 さ れ る

で あ ろ う。 まず ， 高校生は自 らの学習観 を普段か ら明

確 に 意識 し て い る の だ ろ う か 。 ま た 自 由記述調査の み

に よ っ て，学 習観 の す べ て の 側 面 を余す と こ ろ な く取

り上 げ る こ と が で きた で あろ うか 。前述 した よ うに ，

信念は しばしば暗黙裡 に形成 さ れ る もの で あ ろ う。
し
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た が っ て ， 本研究の ボ トム ア ッ プ 的調査 に よ っ て 得 ら

れた結果 と，「研究者 に よ っ て 心理学的に 想定 さ れ る学

習観に つ い て ， 高校生 は ふ だん どの 程度意識 して い る

の か 」 とい っ た トッ プダ ウ ン 的な ア プ ロ ーチ の 両方を

合わ せ て 検討 し て い く こ と が ，今後必 要で あ る と考え

られ る 。 ま た ， 高校生 に よる記述 を も とに 項 目作成 し

たた め ，
ワ
ーデ ィ ン グ等 に 関 し て も ， 例 え ば 「〜と 思

う」 と 「〜だ」 と い う表現 が入 り混 じ っ て い る な ど ，

不統一な部分が ある こ とが否 めな い
。 したが っ て本研

究 で 得 られ た回答 を参考 に しなが ら ， 今後は 項 目表現

に つ い て も洗練 して い く必 要 が あ る 。

2 ， 1つ の 学習観へ の 重 み づ け傾 向に つ い て

　研究 1 と研 究 IIの 二 度 に わ た り， 1 つ の学習観が高

く， 残 り の 学習観 は 低 い と い う傾向を み せ る被調査者

が 多 く見 られ た 。 そ の よ うな意図的な反応 は困難 で あ

る こ と に す で に 触れ た が，そ れ で は なぜ ， こ の ような

結果が 得 ら れ た の で あ ろ うか
。

　そ の 要因 の 1 つ と し て ， 被調査 者が進 学クラ ス の 2，

3年 生 とい う大学 受験 を控 え た 生 徒で あ っ た か らで は

な い か と い う点が考 え られ る。「受験 勉強」を意識 し て

い る学習者 の 多 く は ， ど う し て も目前の 試験 を念 頭 に

お い た ， 短 期的な 目標 を立 て が ち に な る の で は な い か

と推測さ れ る 。 そ の 結果 ， 例えば 「試験 まで は と に か

く学習量 だ け に こ だ わ る べ き だ」「受験 に 関 し て は，と

に か く方略がす べ て だ」 とい っ た極 端 な 「受 験用 の 学

習観」が ，
一

時的 に 形成 さ れ て い た可能 性 も考 えられ

る 。 しか し ， 学習 に つ い て 普段 か ら自覚的に 考 え る よ

う な 動機 を そ れ ほ ど持 た な い 低学 年の生徒や ， よ り長

期的 な学習 活動 を念頭に置 い た 社会人 等を対 象に 調査

を お こ な えば ，
こ の よ うな明確な重み づ け は 見 ら れ な

い か も しれ な い 。 つ ま り， 本研究 は あ くまで 大学受験

を控 えた進 学 クラ ス の 2 ， 3 年生 と い う集団 に 焦 点 を

絞 っ て 学習観の構造を調査 した もの で あ る た め，よ り

一
般 的 な学 習観 の 構造 を探 る に は ， 様 々 な年齢層 を 対

象 とし ， 被調査 者 の 学 習 を と りま く状況 を考慮 した検

討 が 必 要 に な っ て く る だ ろ う 。

　 しか し， 本研究で 対象 とした高校生が ， 1 つ の学習

観 に と らわ れ る と い う傾向が見 られ た こ と は ，注 目す

べ き こ とで あろ う 。 1つ の学習観に と らわれ る と い う

こ と は ， 例 えば r学習 量志 向」の強い 者 は 厂方略 志向」

を同時に持 ち合わ せ に くい とい うこ と で あ り，
こ の こ

と は 自己制御的な学習 を進 め て い く上 で は不利だ とい

え る の で は な い だ ろ うか 。 そ れ 故 ， 学習指導上，学習

観の偏 りに 配慮 した指 導 の あ り方が 考慮 さ れ る 必 要が

あ る だ ろ う 。
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3 、学習方略 との 関連か ら見 た学習観 の 性 質

　研究 IIで は ， 精緻化方略 と モ ニ タ リ ン グ方略 を取 り

上 げ ， それ ぞれ の 方略 との 関運 か ら各志 向の性 質 に つ

い て調査 し た 。 そ の 結果 ， 「環 境志向」の学習者 は ， 精

緻化 方略 に つ い て は 「方略志 向」 の学習者 と同程度 に

使用 す る と回答す るが ，
モ ニ タ リ ン グ方 略 に な る と「学

習量 志 向」の 学 習 者 と同程 度 に しか 使用 しな い と 回答

す る興味深 い 傾向が明 らか に な っ た 。 先述 した よ うに ，

モ ニ タ リ ン グ方略 は 理 解状況 を 自己 監視す る制御的 方

略 で あ る。つ ま り， メ タ認知 を働 か せ て 自分 の 学習 を

自分 で 調 節 し て い か な け れ ば な らな い 。 こ れ らの こ と

を合 わ せ 考 え る と ， 「環境志向」の 学習者 は ， 効果的な

学習 環境 に 学 習活 動 をゆ だね よう とす る結果，精緻化

方略 な ど の 認知 レ ベ ル の 方略 に つ い て は う ま く使え る

よ う に は な っ て も ， 理 解状況 を 自分自身で 制御 し て い

く学 習 方略 は 身 に つ い て い な い と い う可能性が 考え ら

れ る 。 ただ し本研究の調査 で は ， 学習方略 に つ い て普

段 ど の 程度使用 し て い る か ，と い う本人 の認識 を尋 ね

た に 過 ぎず ， 実際 の 学習 場面 で の 行動 を直接測 定 し た

わ け で は な い
。 本研究で 考察 され た よ うな学 習観 と学

習 方略 の 関連 を よ り妥当性の 高 い も の に す る に は ， 今

後 は行 動 レ ベ ル で の 学 習 方略 の 測定 も試み る 必要が あ

る だ ろう 。

　以 上 ，本研究で 得 られ た結果 を総合的 に 考察 す る と ，

高校生 の 学 習観構 造 は FIGURE 　 1 の よ う に ま と め る こ

と が で きる 。 まず，「方略志 向」 と 「学習量 志向」の 関

連 に つ い て は ， 因子 間相関 が負 で あ っ た点 か らは，市

川 （1995＞が 想定 し た 「方略志 向 VS ．物 量主義」 と同様

に ，同
一

次元 の 対極 に あ る可能性が 示 唆 され る。しか

し 「環境志向」 と い う新た な学習観を加 え て検討 し て

みた と こ ろ ，
こ の 「環境志 向」の み が 高 く，「方略志向」

「学習量志向」の 両方が 共 に低 い と い う学習者 も多数存

在す る こ と が 明 らか に な っ た 。 こ の こ と を合わ せ 考 え

れ ば ， 「方略 志向」 と 「学 習量志 向」 は 同
一次元 の 対極

に位置 して い る と い うよ りは ， 別次元 の もの と判断し

た ほ うが 妥当で は な い だ ろ うか 。

　次に ， 「方略志 向」と 「環 境志 向」の 関係 に つ い て 見

て み る と，こ れ ら は項 目内容的に は 「学習量 」で は な

く， 何 らか の 意味 で 「方法」 を重 ん じ る 学 習観で あ る

こ と が共通 して い る よ う に 見 え る。しか し，学習方 略

の 使用 に関す る 回答傾向を見て み る と ， 両者 の 質 的な

相違 が明 らか に な る。つ ま り何 らか の 「方法 に こ だ わ

る」と い う点で は共通 して い て も ， 「方略志 向」はそれ

を 自分の 試行錯誤 に よ っ て ， 「環 境志向」は 学習環境 の

力で お こ な お う とす る の で あ る 。

　た だ し ， 本研究 の 調 査 の み で は 学 習観 と 学習方略の

間の 因果関係に つ い て は特定す る こ とが で きな い
。 実

際 に 学習観が 学習方略 を ど の 程度規定 し て い る の か と

い う点に つ い て は ， 例 えば学習観 へ の 介入 をお こ な い

そ の 後の 使用方略の 変容 を観察す る と い うような ， 因

精緻 化方略 ，モ ニ タリン グ方 略

ともに使 用 傾 向が 高い

　　　　　↑
　　　　自分で

　　　　　　　　　：
　　　　　　　　　：

　　　　　　　　　：

方略志 向 1
　　　

　　　

方法を重ん じる

　　 環境 を利 用 して

　　　　　　↓　 環

精緻化 方略の 使 用 傾 向 は高い が
，

モ ニ タリン グ方略の 使 用 傾 向 は低 い

量を重ん じる

習量志 向

　　　↓
精緻化方略 ，

モ ニ タリン グ方略

ともに 使 用傾 向が 低 い

FIGURE 　1　 高校生 の 学習 観の構造
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果 関係が 明 らか に な る手続 きで 研究 を お こ な う必 要が

あ る だ ろ う。また ，本研 究の 結果 は個人 間変動 に 基 づ

く因子 分析に よる もの で あ るた め，FIGURE 　1 で 表 した

「学 習観 の 構造」は ， 個人 内に こ の よ うな構造 が存在 し

て い る と い うの で はな く，あ くまで 個人差 を説明す る

次元を表した もの で あ る 。 しか し ， 学 習観 を 「信念」

と とらえる とき，こ の よ うな個人差 に 関す る調査の み

で は な く， 学習の 成立 に関す る信念が 個々 人 の頭の な

か に ど の よ う に体系づ け ら れ て 存在 し て い る の か と い

う こ と も合わ せ て検討す る こ と が ， 今後の 重要な課題

の 1 つ で あ ろ う。

　本来 ， 理想的な学習者 と は 3 つ の 学習観の 全て を備

えた上 で ， 状 況 に 応 じて 的確 な学 習行動 を と れ る者で

は な い だ ろ うか 。 し か し ， 高校生 を対象に した本研 究

で は，ど れ か 1 つ の 学 習観 に 固執す る傾向が 見出 さ れ

る と と も に ，
モ ニ タ リン グ方略を使用 す る に は，自分

自身で 学習方法を試行錯誤 し よ う と す る 「方略志 向」

が重要 で あ る こ とが 示 さ れ た 。当然，学習成立 に は 「学

習量」 も 「環境」 も必要で あ る と思 わ れ る が
， 自分 自

身で 学習方法 を工 夫す る こ と が効果的 と考 える学習観

の 形 成が
， 自己制御 的な学習 に お い て は 特 に 重要で あ

る と考 え られ る 。 また本研究で は学 習全 般 に 焦点 を当

て た 調査を お こ な っ たが ， 同
一

人物 内に お い て も教科

や学習内容 に よ っ て ， 学習観や学習 方略の使用 が 異 な

る こ と が十分予 測さ れ る 。 尾城 ・市川 （1994 ）は高校 数

学 に 焦点 を絞 り ， 教師 と 生徒の 授業観 ， ひ い て は数学

観の違 い に つ い て 調査 して い る が ， 今後 は こ の よ うに

学習 内容 と い う変数 を考慮 し た 学習観研究 ， 学習方略

研究 を展 開 して い く こ とが ，教 育実践 現場 へ の よ り具

体的 な提言に つ なが る の で は な い か と思 われ る 。
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　The 　purpose 　of 　the　present　study 　was 　to　clarify 　the　structure 　of　high −school 　students
’beliefs　about

learning，　 In　the　present 　research ，
　problems 　with 　the　learning　beliefs　inventory　proposed 　by　Ichikawa （1995）

were 　pointed　out ，　and 　improvements　were 　attempted ．　 The 　definition　of 　learning　beliefs　was 　limjted　to　the

belief　about 　how 　learning　occurs ，　or ，　in　other 　words ，　what 　the　students 　believe　is　an 　effective 　strategy 　for

promoting 　learning．　 The　students 　were 　asked 　to　provide 　free　descriptions　of　their　beliefs　about 　learning．

When 　the　data　were 　analyzed ，　they 　revealed 　a　previously 　unreported 　belief：
“
environmental 　intention，

”

the

belief　that　it　is　most 　effective 　to　leave　one ’
s　learning　strategy 　to　the　study 　environment ．　 The 　results 　also

suggested 　that　many 　students 　who 　support 　one 　belief　about 　learning　are 　negative 　about 　other 　beliefs．

　　　Key　Words ：learning　beliefs， 1earning　strategy ，　environmental 　intention
，
　high　school 　students
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