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資　料

ク ラ ス の 動機づ け構造が 中学生 の 教 科の能力認知 ，

　自己調整学習方略お よび達成不 安 に及 ぼ す影響

谷　島　弘 　仁
’

新　井　邦二 郎
1

THE 　INFLUENCE 　OF 　MOTIVATIONAL 　STRUCTURE 　IN　A 　CLASSROOM 　OF 　JUNIOR 　HIGH
SCIIOOL 　STUDENTS 　ON 　PERCE 正VED 　ABIL 夏TY 　IN　SCHOOL 　SUBJECTS ，　SELF −REGULATED

　　　　　　　　 LEARMNG 　STRATEG 王ES，　AND 　ACHIEVEMENT 　ANXIETY

Hirohlto　YAJ ξMA 　AND 　Kunijirou　ARAI

　　The　purpDse 　of　the　present　study 　was 　to　examine 　the　lnfluence　of　motivationai

structures 　in　a　classroom 　of 　junior　high　school 　students 　on 　perceived 　ability 　in　school
subjects ，　self −regulated 　Iearning　strategies ，　and 　achievement 　anxiety 、　First

，
　a　Ilew

scale 　of　perceived 　ability 　ill　school 　subjects 　was 　constructed ．　The 　scale 　included　five
sub −climensional 　scaEes ，　i．e．，　English，　Mathematics ，　Japallese，　Science，

　 and 　Social
Studies．　 Tw ぐ，　hundred 　and 　nineteen 　lunjor　high　schoo ！students 　were 　given 　question −

naires 　on 　their　perceptions 　of　motivational 　structures 　in　a　classroom 　and 　perceived
ability 　in　school 　subjects ．　Each　scale 　of 　perceived 　ability 　had　a 　high　reliability ，　and
the　factor　anaiysis 　revealed 　a 　factor　pattern 　of　scale 　of　perceived 　abllity ．　The 　results

showed 　that　a　particular　scale 　of 　m （）tivatめnal 　structure 　inaclassroom 　explained 　some

sca ｝e　of 　students
’
perceived 　abiHty 　in　school 　subjects ．　Secondly，　 the　relationship

between　motivational 　structure 　in　a　classroom 　and 　elements 　related 　to　achievement

motivatien
，　i・e ，　self

−
regulated 　learning　strategies 　and 　achievement 　anxiety ，　was

examiBed ．　 Each 　scale 　of　motivationa 】structure 　in　the　classroom 　correlated 　highly
with 　students

：
self −regulated 　 Iearning　 strategies 　 and 　correla 亡ed 　 iiegatively 　 with

achievement 　anxiety ．

　　Key 　words ：motivational 　structures 　nl　a　c ｝assroom ，　percelved　abHity 　in　school
subjects ・self −regulated 　Iearning　strategies ，　achievement 　aTlxiety ，　junior　high　school
students ．

問 題

　教室場面 で 生徒 を動機づ け る た め に は，達成動機 や

内発的動機 の よ うな生徒 の 特性的要因だ け で は な く ，

クラス の 雰 囲気や学習課題 の 設計 ， 教科の特徴な ど，

学習者の外部に存在す る要因 に 注 目す る必要 が あ る。

し か し これ まで ，こ う した外 的要因を扱 っ た動機づ け

1
筑 波大学 （Unii．crsity 　Df 　Tsukuba ）

に関す る研 究 が 十分 に な さ れ て き た と は言 い 難 い 。実

際 の 教育場面で は ， 生徒が あ る教科 に 興味や関心を持

つ よ うに な り，そ れ が き っ か け と な っ て学習全般の 動

機づ けが 高 ま る とい う こ と が ， しば しば見受 け られ る

（速Zic，　1996 ）。　 Ryan ＆ Connell 〔1989） は ， 外発 的 な 動

機が 内在化さ れ る こ と に よ り内発的な 動機 へ と変容 し

て い くこ とを示唆 して い る。ま た，動機 づ けを高め る

環境 ， す な わ ち，環境 と して の動機づ け の重要性 も指

摘さ れ て い る。 こ れ らの 問題点を踏 ま え，最近 の 動機

84

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

谷 烏 ・新井 ： ク ラ スの 動機 づ け 構 造が 中学 生の 教科 の 能 力認知，自己謂 整学 習 方略お よび達 成不 安 に 及ぼ す影響 333

づ け研 究で はクラ ス の 動機 づ け の 構造化 と い う観点か

らの ア プ ロ ー
チ が 新 た に 行わ れ て い る 〔Ames ，1987 ；

Maehr ＆ Fyans，1989 ）。 こ れ は ， クラ ス に お ける動機づ

け の 構造 を特定化 し，そ の 下位次 元 に 基 づ い て 動機 づ

け方略 を採用 し，生徒 を動機づ け て い こ うと い う考 え

方 で あ る。Epstein〔198s）は，ク ラ ス の 動機づ け を構造

化す る た め の視点の 重 要性を強調 し， クラ ス を TAR −

GET 構造 と呼 ばれ る下位次元 に 分類 し，そ れ に 基 づ い

て構造化す る こ と を理 論化 して い る。　Epsteinは，クラ

ス の 動機づ け の 下位次元 と し て ， 課題 （Task ）， 権 限

（Authority）， 報 酬 （Reward ），グ ル
ーピ ン グ （Group．

ing），評価 （Evaluati。 ll），お よび時 間 （Time ）の 6 っ の 次

元 を設定 し た。ま た，Maehr ＆ Midgley （1991 〕 は ，

Epsteinと同様の 観点 か らク ラ ス を構造化 す るた め の

枠組 み を提案 し て お り，そ れ は 課題 ， 権限 ， 承認 ， グ

ル ーピ ン グ ， 評 価，お よ び時間 の 6 つ の 次元 か ら構成

さ れ る。さ ら に ， Ames （1992 ）は ， 達成 目標理論 に 基 づ

い た観点か ら ， 課題 次元，評価
・
承認 次 元 ， 権限 次元

の 3 つ の下位次元 に よ り， クラ ス の 動 機 づ け を構 造化

し て い る。ク ラ ス の 動機 づ け の構造化 に 関 す る 問題点

と して ， Blumenfeld（1992）は，以上 の よ うな次元 を現

実 の ク ラ ス 場面で 効 果 的 に機能 させ るため に は困難 が

伴 う こ とを指摘 し て い る。例 えば ， 多様な課題や 活動

を どの よう に準備 す る の か ，マ ス タ リー学習 だ け で は

目標 に 到達で き な い 生 徒を ど の よ う に 指 導す る の か ，

また ， 能力的 に 問題 の あ る生徒 を ど の よ うに 援助 し ，

自己 決定行 動 を可 能 に す る た め に は ど の よ う に す れ ば

よ い の か な ど，ク ラ ス 場面に お け る実践的課題 を挙 げ

て い る 。 Blumenfeldの 指 摘 に つ け加 え て ，　 Epstein

（ユ988）ら の ク ラ ス の 動機づ け の構造化 の 次元 は 理論 的

な検 討 が 主 で あ り，実際 の ク ラ ス場面で の 実証的検討

が な さ れ て い な い こ と も問題 点 の 1 つ で あ ろ う。 と り

わ け ， TARGET 構造の 理論 は教授者の 視点 か ら見 た

ク ラ ス の 動機 づ け の 枠組 み で あ り，生徒が こ れ ら の 次

元 に よ り，
・ど の よ う に 動機づ け られ るか と い う学習者

の 視点が 必 要 と な る。こ れ ら の問題点に対 して ， 谷島・

新井 （19951 は ク ラ ス の 動機 づ け の 構 造化 に 関す る 従来

の 諸理 論を検討 し ， 日本の 教室場面 に 適合 す るクラ ス

の 動 機 づ け の 次元 を教師へ の 面接調査 に 基 づ い て 設定

した 。 また ，
こ れ らの 次元 の 妥当性 を生徒 の 認知的側

面 か ら明 ら か に す る こ と を試み た。そ の 結果 ， 中学 生

を対 象 と し て ，承認 次元，課題志向次元 ， 参加次元 ，

協調次元 の 4 つ の 下位 次元 か ら構成 さ れ る新 た な尺 度

を作 成 し，そ の 信頼性お よ び妥 当性 を確認 し て い る。

また ，
こ の 4 つ の 次 元 か ら構成 さ れ る ク ラ ス構造 を ク

ラ ス の 動機づ け構造 と名づ け て い る 。

　ク ラ ス の 動機づ け構造は ， 教 師が ク ラ ス 場 面 で 生徒

を効果 的 に 指導す るた め の 実践的枠組み で ある 。 ク ラ

ス の 動機 づ け構 造 を教育 実践 に 役立 て る た め に は，ク

ラス の 動機づ け構造 の 下位次元 に 対す る 生徒の認知 と

ク ラ ス 場面 の 様 々 な要 因 と の 関連 に つ い て 検 討 す る こ

とが 必要 で あ る と考 えられ る 。 そ れ ら の 要因 の な か で

も．教科の 要 因 とクラ ス の 動機づ け構造 との 関連 に つ

い て検討す る こ と は教育実践の 観点か ら も意義の あ る

こ とで あ ろ う。前述 した通 り，Blumenfeld （1992） は ，

教科 に お け る多様な課題 や 活動 をど の よう に 準備 す る

の か ，マ ス タ リ
ー学習 だ け で は 目標に 到達で き な い 生

徒 を どの よう に 指導 す る の か な ど を クラ ス の 動機づ け

の 構造化の 問題点 と して 挙げ て い る が ， ク ラ ス の 動機

づ け構造 と各教科 との 関連性 に つ い て 詳細に検討す る

こ と で こ れ らの 問題 点 に 示唆 を与 え る こ とが で き る か

も しれ な い 。 し た が っ て ， 本研究は ， ク ラ ス の 動機づ

け構造 と 各教 科 の 動機 づ け と の 関係 を明 らか に す る こ

と を目的 とす る 。 ク ラ ス の動機づ け構造の下位次元 と

教科
一

般 に 対す る能力認 知 と の 関連 に つ い て は，谷

島 ・新井 （1995） に よ っ て す で に 検討 さ れ ，
そ の 結果 ，

ク ラ ス の 動機づ け構造の下位次元 に お い て課題 志 向次

元 の み が 教科全般 に 対す る 能力認知 を説 明 し て い る こ

と が見い だ さ れ て い る 。 しか し ， ク ラ ス の 動 機づけ構

造 の 下位次元 と各教科 に 対す る能力認知 と の 間に は ，

教科
一

般 の 場合 と は別 の 特異 的な関係 があ るか もしれ

な い た め ， ま ず こ の 問題 に つ い て 明 らか に した い 。教

科 に 関連 し た 要因 と して
， 各教 科 の 能力 認知以 外 に ，

教科学習に お け る 自己調整学習方略の使用 と， 達成行

動 に 伴 うネ ガ テ ィ ブ な 要因 で あ る達成不 安 を と りあ げ

る 。
こ の 2 つ の 要 因 も， クラス の 動機 づ け構造 の 下位

次元 と特異的な関係が あ る か も知 れ な い た め ，
こ の 点

に つ い て も明 らか に した い
。

　 以上 の よ うに ， 本研究で は ， クラス の 動機づ け構 造

と教科 の 要因 と の 関係を と り あげ ， 検討す る こ と を 目

的 と す る 。 そ の た め に，第 1 に 中学 校段階 に お け る主

要な教科 に対す る能力認知 を 測定す る 尺度 を作成 し ，

クラ ス の 動機 づ け構造 の 各次元 が ， そ れ ぞ れ の 教科 を

どの程度 の割合で 説 明 し て い るの か に つ い て の 検討 を

行 う 。 従来の 能力認知や 有能感 に お け る研究 は
一

般的

な領域 を対 象 と し た もの が 多 い 。 Harter　q982）が 児童

お よ び生徒 の 能力認知 を測定 す る ため の 尺度 を作成 し

て い る が ， 各教科に お け る能力認知に つ い て の検討 は

な さ れ て い な い 。教 科 に よ っ て 様 々 な特徴が 存在 して

お り ， そ れ に 応 じて 生徒の 能力認知 の 在 りか た に も差
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異 が 存在 して い る もの と思わ れ る 。 積み あげ式の教科

で あ る英語 や数学で は内発的な 動機で ある課題志 向次

元 だ け で な く，教師が 途切 れな く学習を進め る こ と を

支援す る承認 次元や 友達 ど うしが 支援 しあ う協調次 元

と の 関連が 予想 で き る 。 自分 か ら活動 し ， 積極的 に 課

題 内容 を追求 す る こ とが 要求さ れ る理科 や社会 で は ク

ラ ス の 動機づ け構造 の 中で も参加次 元 との 関連 が 予 想

で きよ う。

　 つ ぎ に ， 教科学習 に お ける自己調整学習方略の 使用

お よ び達成不安 を と りあげ ． ク ラ ス の動機づ け構造 と

の 関連 に つ い て検討す る。まず，生徒 の 達 成行 動 の 1
つ と し て の 自己 調整学習 方略 に つ い て検討 し て い く。

自己調 整学習 （self
．
regulated 　iearning）は ， 自己教育力 の

問題 として ， 近 年，と りわ け重視 さ れ て き て い る （Zim ・

merman ＆ Schunk，19S9）。 自主 的に 学習す る態度が で き

て お り ， 自分で 工 夫 し て 学習 し て い け る 生徒 で あ れ ば ，

教科の 得意 ・不得 意 の 差 はあ っ て も様々 な 教科に お い

て効果 的な学習 をして い け る だ ろ う。こ の よ うな自己

調整学習 を効果 的 に す る た め に ，生徒 が使用す る学習

方略が 自己調 整 学 習 方 略 で あ る も の と考 え られ る

（Zimmerman ，1990 ）。 自己謌整学習 は 達成行動 の 1 つ で

あ り ， ク ラ ス の 動機 づ け構造 の 認知 に よ っ て 影響を及

ぼ さ れ る こ とが予想 さ れ る （Meece ，1994）。そ こ で ，自

己調整学習方略尺度 と ク ラ ス の 動機 づ け構造の認知 と

の関連 に つ い て検討す る。自己調整 学習は課題内容 を

理解 し学 習 し よ うと す る動機づ け と関連 し て い る た め

（Meece ，1994 ）， クラス の 動機づ け構造の 課題志向次元

と の関連が 予想 され る。さらに ， 生 徒の 達成不安 と ク

ラ ス の動機 づ け構造の 認知 との 関係 に つ い て検討す る

が ， 達成不安は達 成場面 に お け る 生徒 の ネガ テ ィ ブ な

不安反応 で あ る と 考 え ら れ る た め，ク ラ ス の 動機づ け

構造 との 関連は 自己調整学習 方略 の使用 と反対 に，ク

ラ ス の 動機 づ け構造 の 中 で も社会的 な 次元 で あ る 承 認

次元 と は 正 の 関係が ， 自律性 に 基 づ く次元 で あ る参加

次元 と は負の 関係が 予想 で きよう 。

方 法

　調査対象　ク ラ ス の 動機 づ け構造 と各教科 の 能力 認

知 との 関連 に つ い て ， 茨城県西部 の 1つ の 中学校 2 年

生 6 ク ラ ス 219名 （男子 118名，女 子 101名） が調査対象 と

な っ た 。 ク ラ ス の 動 機づ け構造 と自己調整学習方略 の

使 用 お よび達成不 安 と の 関連に つ い て ，茨城県南 部の

1 つ の 中学校お よ び 宮城 県 内 の 1 つ の 中学校 1 年生
〜 3年生 351名 （男 子 179名，女 丁

・
　172名）が 調査対象と な っ

た 。

　 調査内容　ク ラ ス の 動機づ け構造 の 認 知が各教科の

能力認知，自己調整 学習方略お よ び達成不安 に 及 ぼす

影響 を明 らか に す る た め に ，質問紙 法 に よ り調査 を

行 っ た 。使用 し た測 度は ， ク ラ ス の 動機づ け構造 尺度

お よび各教科に対す る能力認 知尺度 ， 自己調整学習方

略尺度お よ び達成不 安尺度 で あ っ た 。

　 ク ラ ス の 動機づ け構造尺度 ： 谷島・新井 C1995）に よ っ

て作成 さ れ た ク ラ ス の 動機づ け構造測定尺度27項 目を

使 用 した。本測 度 は ， 承認次元 ， 課題 志 向次元 ， 参加

次元 ， 協調次元 の 4 つ の 下位次 元 か ら構成さ れ て お り，

ク ラ ス に お ける承認次元 は 10項 目 ， ク ラ ス に お け る課

題志 向次元 は 6 項目， ク ラ ス に お け る参 加次元 は 7項

E ， ク ラ ス に お ける協調次元 は 4項 目で あ っ た。本 測

度 の 信頼 性 と 妥当性 に関し て は ， す で に 確認 され て い

る。

　 各 次元 の 内容 は ， 以 下の 通 りで ある。

　  ク ラ ス の 承認次元 ：友だち お よび教 師か ら の 承 認

を求め る傾向，  ク ラ ス の 課題志 向次元 ：学習 お よび

課題 の 内発的価値を追求す る傾向，  ク ラス の 協調次

兀 ： ク ラ ス に 調和 し て い こ う と す る傾向，   ク ラ ス の

参加 次元 ：学業や 行事に積極的 に と り組 もうとす る傾

向。各次元 に お け る項目得点 の 合計 得点 が高 い ほ ど，

生徒 は そ の 次 元 の 認知 が 高い も の と考え られ る。

　 各教科 の 能 力認知尺度 ：従来，一般的 な能力認知 に

関 して は ， Harter（1982）が 児童 お よ び生 徒の 能力認知

｛Harter の 用 語で は コ ン ピテ ン ス 〕 を測定す るため の 尺度

を開発 して い る 。 Harterの 尺度 は 学 習面 ， 社会面 ， 運

動面 ， 自己 価値 の 4 つ の 領域か ら構成 され て い るが ，

学習 面 は教科ご と の分類が な さ れ て い な い た め ， 教科

に お け る 能力認知 を 測定 す る た め に は教科 ご と に 分 け

ら れ た能力認知尺度が必 要 と さ れ，る 。 そ の ため，本研

究 に お い て は各教科に対す る生徒の 能力認知 を測定す

る た め に 新 た に 測 定 尺度 を作成 し た 倶 体 的 な 項 目 は

TABLE　1 に示 す ）。す なわ ち，生徒 の 各教科 に 対 す る 能 力

の 認知 と い う観点か ら 測定 し て い る の で ， 各教科の能

力認知尺度 と名づ けた。 こ の尺度 は，英語，数学，国

語，理科，社会 の 各教科に対す る 生徒 の 能力認知 を た

ずね る項目で あ り， 各教科 に つ き 4項 目ず つ 作成し た

た め，合計20項 目か ら構成 さ れ て い た 。項 目 は，各教

科間 で な る べ く同じ表現 に な る よ うに 作成 した 。 ま た ，

中学校に お け る教科 は，本研 究 で とりあげ た 英語，数

学．国語，理科，社会 の 他 に も体育や音楽な ど の 教 科

が 存在 して い る が ， こ れ ら の 教科 は学習者の 適性な ど

の 要因が大き く，教科の 性質 も本研究 で と りあげた教

科 と大 き く異 な る と考え た た め，今回 は扱わ な か っ た 。

一 86
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TABLE 　1　 各教科 に お け る能力認知尺度の項 目平均，
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不
安尺度 ： 中 山〔 1995 ）に よ っ

作 成 され た 達 成 不安尺度 8 項 目 を一 部 修 正し ， 使

し た 。 項 目 例 と し て ， 「 や っ てい る こ と が途 中 で う

く いかな くな

た 時， も う だめ だ と 思ってしまう こ とが多 い ほ うで す 。

な どが あ る。 　 手 続 　調査 の 実 施 は ， 19 　

年2 月 中 旬 〜7 月上 旬 ， 担 任教師 の立 ち 合 い の も

に， 各クラ ス ご と に集 団で 行 われ た 。 回 答形式はい

れの 質 問項 目に お いて も 5 件法を 採用 して お り ，

とて も よ く あ て は ま る」〜 「 全 然 あ て は ま ら な い

に そ れぞれ 5 点

〜1
点を 与え ， 得 点 化 した。 た だ し

逆 転 項 目 には逆のスコ アリ ン グ を 行 っ

。 ま

，一一部回

漏れ の項目があるため，項目に よっては 被験者数が

なるものもある。寄与 寄与剰9 ∂ 3愛 3T23

tlll　3 ．o ε2 ．s31．［’］

．1016 ．1 〔 1 ［訊 謁15 ．黝14．［ ヨ 9 ．】b 匡子負 荷

舅數鰊雉騨 をU 捨五」、しtt ； 　自 己 調整学 習方 略 尺度 ：速水（199

jは，Pintrich ＆ DeGroot （1990 ） および

mmerman ＆ 　 Martinez − Pone

i1990 ）らの尺度に 基 づ き ， 自 己 調 整 学習方略 尺

度を作 成 し て い る。 本尺度は ，内容 的 に は 自己 評 価，

体 制 化 や変 換 ，情報 収 集 ， モニタ リ ン グ ， 環 境 構 成な

ど が 含 ま れ ており，自 己調 整 学習方 略 を よ く 使用し

いるほど高 い 得点が 得 ら れ る構成となっている。 本研

に
おいては ，自己調 整 学習方略尺 度 と し て，速水 （

93 ） に より 作成 さ れ た 自 己 調整 学習方略 尺 度 14 項

を 一 部 修 正し ，使用 し た

項目 例とし

，「 勉強する前 に，その勉強を進め る ために

何を準 備す れば よい か を 考えます。 j など が ある

結 果 と考察 1 ．各 教 科 に対 す る 能力 認 知測定

度の 項目 分 析 　本 研究では ， 英語， 数 学 ， 国語，理

， 社会の各 教 科に 対す る 生 徒 の 能 力 認 知 を 測 定する

め 新 た に能 力 認 知尺 度 と し て20 項目を作成し た

は じ め に ，各教科 の能 力 認知 尺 度の 因子 構造 を確

す るた め に，全 20 項 目に 対 し て 因子分析 を 行 っ

。初期 解を主 成 分 法で 求 め たところ固有値が1 以

の因 子 は
6 因子得られた 。 得 ら れ た 6 因子 に対 し てバ

マック ス回転 を 施 した。 尺 度項冖 ， 項目ごとの 平 均およ び

準偏差，因子 分析 結果が，TABLE 　 1 に示されている 。回

前 の 固 有値 は ，第 1 因 子 が，6．48 ， 第2 因 子が3 ．45

第 3 因 子 が 2 ．70 ，第 4因子 が ，2 ． 13 ，第

  q が，1 ． 32 ，
第 6 因 子が， 1 ． 14 であ っ

。 TABLE 　 l に は 寄 与 と 寄与率 が示 され て い

が ，第 1 因 子と第 2 因子 の寄 与お よび寄 与 率が同

値である。こ れ は ， 因 子負荷量 の 小 数点第3 位 以

を 四捨 五入 し ， 得 ら れた値 の 2 乗 和 を求 めたた め

この ような誤差 が生じた も の と思 わ れ る。 因 子 負

量 を検 討すると ，第 1 因 子では，理 科の能力 認知を

ｪ 定 す る 項 目 に高 い 負 荷 が認 め られ ，第2因子では，

語 の 能 力 認 知 を 測 定 する項目に高い 負荷 が認 めら れ

ｽ 。 つぎに， 第 3 因 子では ， 社 会の 能力認 知 を 測 定 す

骰 目に 高 い負荷 が 認めら れた。 ま た， ag 　4 因子

お い て は，主 と し て，数 学の能 力認 知を測 定 する

目 に 高 い 負 荷が認め ら れ た 。さ ら に，第5 因 子 に

い ては， 主 として ， 国語 の 能 力認知を測 定する項目に高い

荷 が 認 め ら れ た 。とこ ろ が ． 第 6 因子は 第 1 因 子 か ら

5 因子まで の 因
子 負 荷 量 の 構 造 と 異 な り ， 各 教 科

対 す

積極性
を
表わ す 項 目 （ た と えば ，「英語 の 授 業 に，積極 的 に と
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科の 能力認知 を表わ す 因子 と第 6 因子 の ど ち らに も高

い 負荷量 を持 つ もの が 多い 傾向が 見受 け ら れ た 。 因 子

負荷量 か ら示 さ れ て い る よ う に ， 積極性 を表わす項 目

は能力認知 と し て適当 で な い 可能性 もあ ろう。今後 ，

教科 に 対す る 能力認知 と積極性の要因 と の 関係 に つ い

て詳 し く検討 し ， 整理 して い く こ とが 必要 に な る もの

と思わ れ る が ，本研究 は 能力 認知 尺 度 の 検討 を 主 た る

目的 として い る の で は な い た め ， 本研究 に お い て は ，

一
応 ， 各教科 の 能力認知 の 中 に 含 め て い く こ と と す る 。

　 つ ぎ に
， 各下位尺度の平均値 ， 標準偏差 お よび尺度

問相関が TA 肌 E 　2 に 示 され て い る。ただ し， 平均値 は

項 目得 点 の 合計 を項目数で除 し た も の で あ り， 最低 が

1点で 最高が 5 点で あ る 。 平均点 は 2．85〜3．41の 範 囲

に あ っ た。また，各教 科 に 対 す る 生徒の能力認知を測

定 す る 尺度の 信頼性 を求 め る た め に各下 位尺 度 の α

係数 を 求め た と こ ろ ，英 語 で は，0．92， 数 学 で は，

  ．91，国語 で は， O．87， 理科で は ， 0．93， 社会で は，

O．92の 値が得 ら れ た 。 こ の よ う に，各教科 の 能力認知

尺度 に お い て，十分 な信頼 性 が 認 め られ た 。 尺度問の

相 関 に つ い て検討 す る と ， 英語に対 す る能力認知 と理

科に対 す る能力認知 に お い て 有意な相関が認 め ら れ な

か っ た もの の ，そ の 他 の 尺度 に お い て は相互 に有意 な

相 関が認 められ た 。 理科 に 対す る能力認知 と 社会 に 対

す る能力認 知 との 間 に 0 ．56 の 相関が 得 られ た 。 従来 ，

理科 は理科 系 の 教 科 で あ り社会 は 文科系の 教科で あ る

と考 え ら れ て き た が ，中学校段 階 に お い て は ， 教科 に

対す る生 徒 の能力認知 の観点 か ら す る と必ず し も理科

系 ・文科 系 とい う区分が明瞭 で は な く，む し ろ 教科 の

教授形態や学習形 態 に よる差 異 の 大 きい こ とが 推測 さ

れ る 。

2、 ク ラ ス の 動機づ け構造の 認知 と各教科 に 対す る能

力認知 との 関連

　す で に 述 べ た よ うに ， 谷 島 ・新井 ｛1995） は， ク ラ ス

の 動機づ け構造の 認知 に お ける下位次 元 と教科全般に

対す る能力 認知 と の 関連 に つ い て検討 す る な か で ， ク

TABLE 　2　 教科の 能力認知尺 度の 平均値，標準偏差 お

　　　　　よ び尺度間相関

ラ ス の 動機づ け構造の認知に お ける下位次元 を説明変

数 と し て
， 教 科全般に対す る能力認知 を目的変数 とし

た重 回帰分析 を行 っ た結果，ク ラス の 動機づ け構造 の

課題志向の 次元 の み が 教科全般 に対す る 能力認知 を説

明 して い る こ と を 明 らか に した。本研 究 で は ， 課題 と

し て残さ れ て い る，ク ラ ス の 動機づ け構造の 認知 に お

け る 下位次元 が 各教科 に対す る生徒 の 能力認知 に ど の

程度の貢献度で 影響 を及ぼ し て い る か を明ら か に す る

こ と を目的 として ， ク ラ ス の動機づ け構 造 の 4 つ の下

位 次元 を説明変数 と し，各教科に対す る 生徒の 能力認

知 を 目的変 数 と し て 重 回 帰分析 を 行 っ た。結 果 は

TABI．E　3 に 示 し た 通 りで ある。重相関係 数は各目的変

数 に お い て ユ％水準 で 有 意 で あ っ た 。 標準偏回帰係 数

に つ い て 検討す る と ， 英語 ， 国語 の能力 認知 に つ い て

主 と して 課題志向の次元 が 説 明 して い る の に 対 し て ，

理 科 と社 会 の 能力認知 に つ い て は 主 と して 参加 の 次 元

が説 明 して い る 。 数学 の 能力 認知 に つ い て は ， 課題志

向お よ び参加 の 2 つ の 次元 が 説明 し て い る。

　各教科 の 能 力認知 の 差異 に つ い て 検討 す る。英語，

国語 に つ い て の 能力認知 で は ，ク ラ ス の動機づ け構造

の 課題志 向 の 次元 の 説贋率が 高か っ た。英語 や国語 と

い っ た言語 系 の 教科は課題の 内容 を理解 し， 教科 の 内

容 に 興 味を持 っ て 自発 的 に と り組む と い う こ と が 必 要

と され て い る。その た め ， 学習や 内容に価値 を見 い だ

し追求す る 次元 の 課題志向 と の 関連が 深 か っ た もの と

考 え られ る。それ に 対 し て ， 理科 と社会 の 能力認知 に

つ い て は参加 の 次元が説明し て い た。理科 や社会 な ど

の 教科 は ， 予 想 し た 通 り ， 実験や観察 ， 調査な ど の 参

加的 ・
活動的 な学習形態が含ま れ る た め，クラ ス 活動

や学習 に 対 す る積極性 を 示 す 参加 の 次元 と関連 し て い

る も の と 思われ る。また ， 数 学に つ い て の能力認知 に

お い て は ， 課題 志 向お よ び参加 の 2 つ の 次 元が説明 し

て い た が
，

こ の 結果 は ， 数学 で は内容 に対 し て 興味や

TAeLE 　3　 ク ラ ス の動機づ け構造 と各教科 の 能 力認知

　　　　　の 重 回 帰分析結果

説 明変数
目的変数

英 語　　数学 　　国語　　理科 　　社 会

卜位尺度 平均値　 S．D．　　 1 ，一 34
「
b

】．　英語　2．87　　G．97
2．　数学　2．85　　e．94

ヨ．国語　3．04　 n．7q

4．　理科 　　3，41　　　0．91

5．社会　329 　 0、94

．24零 　 ．25桝
　　．07　　 ．14°

　 　 　 ，21°．　　．28，．　　．13参

　 　 　 　 　 　．詑 陣
　　．33韓

　 　 　 　 　 　 　 　 ．56．・

承認次 元　 　 　　．Ol

課題志 向次 元 　　．43’

参加 次元 　　 　　 ，06

協 調次 元　 　 　 　．11

，OD　　　ユ3　　　』4　　　．14＋

．24t　　 ．22．
　　 ユ 1　　　 ．11

．26事 尋

　　　．12　　　　　幽36陰拿　　　．24零

一．04　　　−．n3　　　−．1ユ　　　　．17i

重相関係数　 R 　、44”

　 、45桝　 ．38軸　 ．43’ 事　 ．37． ，

’

P〈，05　
．・
P〈．Ol

数値 は標 準偏 回帰 係数 を表 わ す。

　
＋
pく．1〔〕　

’
pく．05　

．．

p〈．〔｝1
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価値 を見 い だ す こ と の うえ に能動的に活動 に 参加 して

い く自発性 と積極性が必要 と さ れ る こ と を反映 し て い

る と思 われ る。予想 に 反 して，協調次元 は ， ど の教科

の 能力認知 に 対し て も負の相関 を示 し，と りわ け社会

科に対す る能力認知 と負の 関連性 が 認 め ら れ た 。 し か

し， こ の 点 に つ い て は さ ら に検討 し て い く必要 があ る。

ク ラ ス の 動機づ け溝造 の 承認次 元 は，予想 と異 な り，

ど の 教科に つ い て の 能力認知 も説明して い な か っ た 。

こ の結果 に つ い て ， 次 の よ うな説明 が 考え ら れ よ う 。

す な わ ち，他者か らの 承認 を得た い とい う動機 づ けは

外発的 動機づ け に 位置 づ け ら れ て お り， そ の よ う な動

機づ け の も と で は ， どの 教科の 学習 で あれ能 力認知 を

産 み だ す に は 至 りに くい と考え ら れ る 。 教 科の 能力認

知 は達 成過程や結果 に つ い て の 自己評価的 な側 面 が あ

り，外的な評価 に こ だ わ る か ぎ り自分 の 達 成行動 を的

確 に 自己評価 す る こ とは困難 で あ る と言え よ う。 本研

究で 得 られ た 承 認次元 の 結果 は外発的 動機 づ けは，そ

れ ほ ど簡単 に は 内発 的動機 づ け に 変容 し て い か な い こ

と を示 す もの と思 われ る。

3， ク ラ ス の 動機づ け構造の 認知 と 自己調整学習方 略

の 使用および達 成不安 との 関連

　 自己調整 学習方略尺度は ， 速 水 （エ993）に よ る自己調

整学習方輅 尺度 14項 目 の 項 目得点を合計し ， 項 目数で

除 した もの を尺度 得点 とした 撮 低 が 1点 で 最高 が 5 点）。

平均 値 お よ び 標準偏 差 は ， そ れ ぞ れ ， 320 ，0．69，で

あ っ た 。 達成不安 尺度 は．中 山 （199J’）に よ る 達成不安

尺度 8 項目 の項 目得点 を合 計 し，項 目数 で 除し た もの

を尺度得点 と した 。 平均値お よ び標準偏差 は ， そ れ ぞ

れ ， 3．28， 0．68， で あ っ た。どち らの 尺度 も表現 を
一

部 修正 し て 使用 し て い る た め α 係数 を求 め る こ と に

よ り信頼性 を確認 した。そ の 結果 ， 自己調整学習方略

尺度で は O．88， 達成 不安尺度 で は O．75 の 値 が 得 ら れ た 。

　 ク ラ ス の 動機づ け構造の各次元 と 自己調整学習方略

お よ び達成 不安 との 関連の結果 に つ い て検討 し て い く。

ク ラ ス の 動機づ け構造の下位次元が 自己調整学習方略

お よび達成不安を ど の 程度説明 す る か の 観点か ら検討

を行 うた め ， ク ラ ス の 動機づ け構造 の 各下位次 元 を説

明変数と し ， 自己調整学習方略お よび達成不安 を目的

変数 として 重 回帰分析 を行 っ た。重相関係数お よ び標

準偏回帰係数が TABLE　4 に 示 され て い る。重 相関係 数

に つ い て 検討す る と，自己調整学習方略お よび達成不

安 と もに 1 ％水準 で 有 意 だ っ た。つ ぎに 標準 偏 回帰係

数 に つ い て 検討す る 。 ク ラ ス の 動機 づ け構造 の 各次 元

と 自己調整 学習方略 と の 関連 に お い て は ， 予 想 し た 通

り， 課題志 向次元 が 自己調整 学習 方略 を ユ％水準で 説

TABLE　4　 クラ ス の 動機 づ け構造 と 自己調整学習 方略

　　　　　お よ び達成不 安 の 重 回 帰 分析結果

説明変数

目的変 数

自己 調整掌習方略　達 成不 安

承 認 次元

課 題志 向次元

参 加 次元

協調次元

．08

．62鱒

、04

、ll，，

、27梓

一，05
−．15躍

．33卓8

重相 関係 数 　 R ．72 ” ．44柳

数値 は標 準偏 回帰 係数 を表わ す。

　
ip

く、05　牢 零

P 〈．Ol

明 して い る。課題 内容 に 内発的に 興 味を持 っ て い る 生

徒は 効果 的 な学 習方略 を使 用 し て い る と い うこ と が重

回帰分析 の結果 か ら も明ら か と な っ た 。 Meece （1994）

は ， 動機 づ け と自己調整 学習方略 の 使用 と の 関連 に つ

い て ， 課題内容 に興味 を持ち ， 自発的 に 学習 に と り組

む課題 志 向の 生 徒 は深 い 水準の 精緻な学習方略 を使用

す る こ と を指摘 して い る 。 本研 究 の 結果 は Meece の 指

摘 と符合 し て い る 。 ま た ， 協調次元 も自己調整学習方

略 を ユ％水 準 で 説明 して い る。 こ の こ と は つ ぎの よ う

に 考 え ら れ る 。 すな わ ち ， 協調次元 は周囲 との 相互作

用 の 点 で 動機づ け られ て い る 。そ の結果 ， 例え ば友 だ

ち と勉強 を教えあ うなか で 効 果的 な 自己調整学習方略

を教 えあ い ，各 自が そ れ ら の 方略を使用 して い くとい

う こ と で あ ろう。 こ の よ うに ，純粋 に 個人 の 枠の 中の

動機づ け の み と関連 す る と思わ れ る自己調整 学習方略

が ク ラ ス の 動機づ け構造 の な か の 協調次元 の ような社

会的動機 に 影響 を受 けて い る こ と が 明 らか と な っ た こ

と は，ク ラ ス 単位で の 動機づ け方略 の 設 定 に お い て 重

要 な示唆 を与 え る もの とい え よ う 。

　 ク ラ ス の 動機づ け構造 の 次 元 と達成不 安 と の 関連で

は ， 承認 次元 お よ び 協調次元 が 達成不安 を 説 明 して い

る が ， 他方 ， 参加 次元 と達成 不安 の 間 に は負の関係が

あ っ た。 こ の よ う に ， 参加次元 と達 成不安 とに 負 の 関

係があ っ た の は ， クラ ス に お い て積極的 に 動機づ け ら

れ て お り ， 自発的 に 活動 に参 加 す る生徒 は達成不安 を

感 じ る こ と は 少 な い た め で あ る と考 え ら れ る。そ れ に

対 して ， 承認次 元 が達成不安 を説 明 して い た 結果 は ，

教 師や 友だ ち に 承 認 を求 め る動機 づ けを強 く持 つ こ と

が ， 達成行 動 に 対 して 不安 を持 ち や す い こ と を示唆 し

て い る の で はな い だ ろうか 。た だ し，協調次元が 達成

不 安 に 関連性を持 つ こ と に つ い て は 今後 さ ら に 検討 し

て い きた い 。
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討 論

教 育 心 理 学 研 究 第44巻 第 3号

　 本研究は，ク ラ ス の 動機づ け構造 の 次元 が 教科 の 能

力認知や 自己調整学習 方略 の使用 ， 達成不安に 及 ぼ す

影響 に つ い て 検 討 す る こ と を 目的 と し た 。こ れ まで ，

生徒を動機づ け，学習 に 対 す る 態度 を肯定的な もの と

するため の ア プ ロ ーチが ， 主 と し て 個人 レ ベ ル で 行 わ

れ て き た 。 学校場面 に お い て も学校心理 学の 考 え方が

理解される に つ れ て 補償的ア プ ロ ーチ と して の 個別 レ

ベ ル で の学習 指導 の 重 要性 が 強調 さ れ る よ う に な っ て

き て い る 〔小 野 瀬，1995〕。 市川 （1993） は，学習 を個 別的

に 指導 す る た め に 認知カ ウ ン セ リン グ の 立場 か らの 接

近 を行 っ て い る 。 こ れ らの ア プ ロ ーチ は ， 生徒個々 を

重視す る方向 へ の 変化 で あ り，生徒の個人差 や 個性 を

生 か す うえで 重要で あ るもの と思われ る 。 ただ し， 多

くの授業が ク ラ ス 単位 で
一

斉 に行わ れ ，学習内容や授

業 の 進 度が学習指導要領で枠づ け ら れ て い る 教育場面

の 現状で は ， 教師が クラ ス 単位 で 生 徒を動機づ け，ク

ラ ス 全体 の 教授効 果 を高め て い く こ と も ま た ， 生徒個

人 の 補償的指導と同様 に 必要 とされ よう。 ク ラ ス の動

機づ け の構造化 は ， 教 師と生徒 の 動機づ け の 関係を授

業を通 し て再構築 し て い く試 みで あ ると位置づ け られ

る 。

　本研究 で は ， 第 1 に 中学校で 学習 す る 教科 の 中か ら

英語 ， 数学 ， 国語， 理科，社会の 5 教科を と りあげ，

そ れ ぞ れ の 教科 に 対 す る 生徒 の能力認知 を 測定 す る尺

度を新 た に作成 し ， ク ラ ス の 動機 づ け搆造 の各次 元 が ，

そ れ ぞ れ の教科 に対す る能 力認知 をどの程度 の 割合 で

説明 し て い る の か に つ い て の検討 を行 っ た。そ の結果 ，

ク ラ ス の動機づ け構造の 認知 に お ける各次 元 の各教科

に対す る説明率 は教科 に よ っ て 異 な っ て い る こ とが 明

らか に な っ た 。 す な わ ち ， 英語 ， 国語 の 能力認 知 を課

題志 向次元 が 説明 し て い る の に 対 して ， 理 科 と社会 に

つ い て の 能力認知 を参加の次元 が 説明 し て い た。数学

に つ い て の能力認知で は，課 題志向 お よび参加の 2 つ

の 次 元 が 説明 し て い た。 こ の 結果は ， ク ラ ス の 動機 づ

け構造 の 下位次元 の 重 要度 は そ れ ぞ れ の 教科 の 能 力認

知 に お い て 異な る こ と を示 して お り， ク ラ ス の動機づ

け の 構造化 に 際 し て ， 教科の 内容に適合し た動機 づ け

方略 を採用 す る こ と が 必要で あ る こ とを示唆 して い る 。

つ ぎ に ， ク ラ ス の 動機 づ け搆造 と教科学習に お ける自

己調整学習 方略 の 使 用 お よ び達成不安 と の 関連 に っ い

て検討 し た 。 そ の結果，ク ラ ス の 動機づ け構造の 次元

と 自己調整学習方略 との 関運 に つ い て は ， 課題志向次

元 が 自己調整 学習方略 を説明 し て い る。ま た ， 協 調次

元 も自己調 整学 習方略 を説明 して い る こ とが 明 らか と

な っ た。ク ラ ス の 動機づ け構造 の 次元 と達成不安の 関

連で ， 承認次元 お よび協調次元が達成不 安 を説明 して

お り，参加次元 と達成不安 の 間 に は負の 関係が あ る こ

とが 示 され た。

　 ク ラ ス の 動機づ け構造 と各教科の 能力認知 の 関係 に

つ い て 得 られ た結果 は ． 各教科に お け る生徒 の動機づ

けを高め る た め に は教科 に よ っ て ク ラ ス場面 に お ける

動機づ け方略 の 設定を変え て い く必要 が あ る こ と を示

唆 して い る 。 ま た ， ク ラ ス の 動 機 づ け構造 を ポ ジ テ ィ

ブ に して い くこ とで 生徒 の 自律的な 学習 を促進 す る こ

と が で きる可 能性が示 さ れ た 。 さら に ， ク ラ ス を親和

的 に し， 生徒の 不安 を取 り除 くこ と の 重要性 も明 らか

と な っ た。今後 の 課題 と して ， 本研究で 得 られ た示唆

を ク ラ ス 場面に お い て ど の 様 に 実践 的方略 の 設定 に 反

映 さ せ る こ とが で きるか と い う点が挙 げられ る。教科

に は 独 自 の 動機づ け が 存在し て い る こ とが明 らか に さ

れ て きて い る 晒 田 ・澤，1993；倉八 ，1994 ）。 こ れ らの 教 科

独 自の動機づ け の 知見 を取 り入 れ なが ら，ク ラ ス の動

機づ け構造 に よ る動機づ け介入方略 を 設定 し て い くこ

と が 必 要 と さ れ よ う
。
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