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児童 の 社会 的責任 目標 が 学業達成 に

影響 を及 ぼ す プ ロ セ ス

中　谷　素　之
’

THE 　EFFECTS 　OF　CI．IILDREN ’S　SOCIAL 　RESPONSIBILITY 　GOAL
　 　　 　　　 　　 ON 　ACADEMlC 　ACHrEVEMENTS

Motoyuki 　NAKAYA

　　The 　purpose 　ofthis 　study 　was 　to　exam ｛lle　the　Inotivational 　processes　of　howsocia ！

responsibility 　goal　hlf！uences 　acadenlic 　achicvements ．　正n 　the　first　study
，　social

respon ＄ibility　g【）a 】scale 　and 　academic 　goal　scalcs 　were 　developed．　 Those 　sca ［es　were

admillistered 亡05914th 　through 　6th　graders 　and 　the　relial〕ility　 was 　certified ．　The
second 　study 　aimed 　at 　examining 　thc　effects 　of　these　goals　on 　Inutivational 　pr（｝cesses

and 　acaden ユic　ach1evements ．　In　additi 〔〕11　to　the　above 　two 　k重nds 　of　g（＞a至 scaies ，
chi 】dren’s　 classroom 　 behavior　 inventory　 and 　 questionmaires　 on 　 their　 interests　 and

motivatlon 　to　school 　subjects 　were 　administered 　to　2384th　through 　6th　graders．　 Also，
teachers 　 were 　asked 　to　rate 　the　strength 　〔｝f　 children

’
s　interests　and 　motivatic ）n 　to

school 　subjects ，　chiidren
’
s　academic 　outcomes ，　and 　the 　degree　of　teachers

’
acceptance

of 　the　chi ！dren．　 A 　path　analysis 　revealed 　that　both　socla 】responsibil ｛ty　and 　academic

mastery 　goals正nfluenced 　academic 　achievenlents ．　Ilowever，　it　als 〔》 rcvealed 　that ｛mly

social 　responsibility 　goal 　was 　mediated 　b｝
．
　tcachersl　acceptance 　of 　the　children ．　The

unique 【ll（）tivational　processes 　inthe　classrooms 　related しo　children
’
s　social 　rcsponsibi1 −

ity　gc）a ［were 　discussed．

　　Key 　words ： s て）cial　resp （，nsibility 　goa1，　academic 　goa 旦s，　academic 　achlevements
，

niotivational 　pr‘，cesses ，　c ］assroomS ．

問題 と目的

　教室は ， 多 くの社会的な要因 や対人的関孫 が介在す

る，社会的文脈 を もっ 場 面 で あ る。そ の よ うな教室場

面 に お け る学業達成に は ， 児童が どの よ うな学業 的特

性 を も つ か だ け で は な く，ど の よ うな社会 的な特性 を

も っ て い る か ，と い う こ と も関係 して い る 可能性が あ

る。 こ れ まで い くつ か の研究に よ っ て ， 児童の 社会 的

特性 と学業達成 と の 関連 に つ い て検 討 さ れ て き た 。 例

i
名古屋 大学 教育 学研究 科 （Faculty　of 　Education，　Univel

．
sity

of　Nugoya ）

え ば坂元 ・島 田 ・木 村 ・永岡 （1976） は，学習意欲 の 高

い 児童 ・生徒 は ， 学習に対す る探究的 ， 積極的な行動

特性 を も つ と と もに ，「自分 の 仕事 を責任 を もっ て や

る 」 こ と や 「仲間 と仲良 くや る 」 こ と等 の ，社会 的な

特性 も強 くも っ て い る こ と を明 らか に して い る 。 ま た

Feshbach ＆ Feshbach　（19．・87） は ， 児童 の 社会性 に 関

す る 諸要因 と
， 学業達成と の 関連を検討 して い る。そ

の結果 ， 共感性な ど の 児童の もつ 向社会 的な要囚が，

学業達成 と 強 い 関 わ りをも っ て い る こ と が 示 さ れ た。

　現 実 の 教室場面で は ， 児童は必 ずしも単独 で学習し

て い る わ け で は な い 。授業場 面 で の 教師 と の や り取 り

や，あ るい は友達 ど うしで 協力し て課題に 取 り組 む こ
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とな どの ，多 くの 社会的な相互作用 の 中 で ，児童は 学

習活動 を行 っ て い る の で あ る 。 こ の よ うに ， 教室 で の

学習活 動 の 多 く が社会的関わ りの 中 で 行わ れ て い る こ

と を考 え る と， 児童 の もっ 社 会的要因 が ， 学業達成に

影響 を 与 え て い る こ と は十分 に 考 え られ る。

　し か し ， 従来 の 達成動機研 究で は ， 学業関連の 要因

の み が 扱わ れ て お り ， 児童 の もつ 社会 的 な要因 に関 し

て研究さ れ た例 は少 な い 。 近年注 目され て い る 達成目

標研究 に お い て も ， 学業関連 の 対比 的 な 目標 の み が 扱

われ て お り例 え ば Dweck ，1986 〕， そ れ 以外 の 要因 に 関

し て は ほ とん ど検討 され て い ない 。

　 Wentze1 （1989 ）は こ の よ うな問題 に 注 目 し，学業達

成 に お け る生 徒 の 学 業 及 び そ れ 以 外 の 多様 な 目標

（Mu ］tlp］e　G 。 als ）が学 業達成 に 及 ぼ す効果に つ い て検討

して い る。す なわ ち ，高校生 を対象 とし た 面 接調査 の

結 果得 られ た教 室 に お け る 12の 目標が ， 学業 成 績

〔Grade　Point 　Averag 。 ：G ．P．A ．） に 及 ぼ す影響 に つ い て 検

討 した。そ の結果，学業的な 目標 （噺 し い こ と を学ぶ こ とi

や 厂物事 を理 解 す る こ と 」な ど〉 だ け で は な く，社会的な 目

標 （「信頼で きる，責 任あ る行 動 を す る こ と」や 「時 間 通 りに 物事

を行 うこ と」な ど）を も強 くもっ て い る 生徒 の 方が ， よ り

高 い 学業成績 を修め て い る こ と が 示 さ れ た。さ ら に ，

こ の ような目標 と学業達成 と の 関連 は ， 標準化 され た

学力テ ス ト （Scholastic　Aptitude’Test ： S．A 、T 、） と の 闘 に

は見 られ な い こ とが 示 さ れ ． 教室 と い う社会 的文脈 に

お け る 学業達成 の 特徴，そ し て そ こ に お け る社会的 目

標の 重要性が指摘 さ れ て い る 。
ま た Wentzel は ， 社会

的な 目標 の うち特 に 重 要な意味 をもつ 目標 と し て ，社

会的責任 目標 （S。 ciaL 　ResponsibMty 　Goa1 ） の 概念 を 提 唱

し て い る （Welltzel，1991a ；1993a）。社会的 責任目標 と は ，

教室 に お け る規範や ル
ール を守 り， 対人 的 に 円滑 な関

係を も と うとす る 目標 で あ る。最近 の 研究で ， Wentzel

は，こ の 目標が ，学業成績だ け で はな く，児童 の 仲間

関係 や対人的 問題解決方略 （Wen しzel，1991b＞， あ る い は

教師や 友人 か らの社会 的受容 （Wentzel ，1994） な ど の ，

教室 に お け る 重要な社会 的要因 に も大 きな影 響を及 ぼ

して い る こ と を明 らか に し て い る 。

　
一

方わ が国で は ， 児童 の 社会的な 目標に 注目し た研

究 はわ ずか に 中山 （1983 ＞ な ど に見 られ る の み で あ る。

しか もそ こ で は，社 会的 R標 は ， 「対人関係や他者か ら

の 評価に興味 を示 し ， 社会 的 に 顕現的な行動 に 参加 し

よ う と す る動機」と し て定義さ れ て お り， 教室 に お け

る社会 的な責任 と い う観点は考慮さ れ て い な い
。 さ ら

に こ れ ま で の 社会的目標に 関 す る 研究 で は，目標 と学

業成績 との 関連 の み が 扱わ れ て お り，学業成績 を規定

し て い る 学習 へ の 関心 ・意欲 と の 関連 に つ い て 検討 し

た もの は見 られ な い
。 実際の教室場面 で は

， 社会的責

任 目標及 び学 業的 目標 は，直接 に学業成績を規定す る

よ りも， 学習 へ の関心
・意欲 を導 く こ と に よ り学業成

績 に 影響 を及 ぼ して い る もの と考え ら れ る 。 す なわ ち ，

児童 の も つ E驃 が学業成績 に 及 ぼ す影響 に つ い て 考え

る際に は ， 学習 へ の 関心 ・意 欲 と の関連 に つ い て も検

討 す る こ とが 必 要で あ る 。 加 え て ， 近 年わ が 国 の 小学

校で は ， 文部省 の 平成 3 年度学習指導要領の 方針 に よ

り，学業成績 より もむ し ろ学 習 へ の 関心
・意欲 ・態度

を重視 した教育評価 が 実施 さ れ て い る 。
つ ま り， 学習

へ の 関心 ・意欲 そ の もの が第一義的な教育の 目標 とさ

れ て い る の で あ る 。
こ の よ うな教育場 面 に お け る状況

を考 える と，児童 の 学業達成の 指標 と して ， 従来考 え

られ て き た 学業成績 だ けで は な く，学習へ の 関心 ・意

欲 を取 り上 げる必要が あ る 。 教室場面 に お い て ，児童

の 社会 的責任 目標及 び学業的目標が ，学習 へ の 関心 ・

意欲 に どの よ うな影響を及 ぼ し て い る の か を 明 らか に

す る こ とは ， 教育的に も有意義な こ と だ とい える。

　 ま た ，
こ れ ま で の 研究 で は，社会的責任 目標が学業

達成 に 影響す る
一

連の プ ロ セ ス は明 らか に され て い な

い
， と い う問題 が あ る。Wentze1 （1989，199 ］b＞ は，

こ

れ まで に社会的責任目標 と学業成績 と の 関連 に つ い て

示 して い る が ，そ れ が ど の よ うなプ ロ セ ス で 影響 して

い る の か に つ い て は 検討 し て い な い 。実際 の 教 室場 面

に お け る児童の社会的責任 目標 と学業達成 との 関連 に

つ い て 考 え るた め に は，社会的責任目標が どの よ うな

プ ロ セ ス を経て学業達成 に 影響 を及 ぼ して い る の か が

明 らか に さ れ る必要が あ る 。 それ に よ っ て ，児童の 学

業達成過程 を促進 す る た め の 教育的介 入 へ の 示 唆 も得

られ る もの と考 え られ る 。

　 こ の よ う な社 会的責任 目標の 学業達成 へ の 影響 プ ロ

セ ス に つ い て ， 本研 究 で は，FIGURE　1 の よ う な モ デ ル

を提起す る。こ れ ま で の学業的日標 に 関す る研 究で は，

学業的目標 が ， あ る特 定 の 達成行動 パ ター ン を導 き，

そ の 達成行動が ， 高 い 学業 達成 を導 く，あ る い は抑制

する と 考 え ら れ て き た 〔Dweck ，19S6）。また，学業的 目

標に よ っ て 導 か れ る，学習 へ の 努力指向， 達成指向な

ど の 児童 の行動 に対 し て ， 教師 が 好意 的 に 認知 し，受

容す る可能性 も考 えられ る 。

一
方 ， 社会的責任目標 を

もつ 児童 は ， 教室 に お い て も責任的な行動を 示 す こ と

が 知 ら れ て い る （Wentzel．1991b．ユ994〕。そ し て 教師は，

協力 的，規 範的 な ど の ， 社会的に責任あ る行動 を とる

児童 を 好 み ， 受容 す る こ と が 示 さ れ て い る 〔Brophy ＆

Everton，1981）。 ま た ， 児童 に と っ て ， 教師か ら受 け入 れ
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　　目標　　　　　　　　行 動 　　　　　　 媒介 要因　　　　　　　　　　　　　結 果

社会 的責任 目標 一一
’ 社 会 的責任行動

　　　　　　　　　　　　　　　 ＼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　教 師 か らの 受容 一 教 科 学習 へ の 関心
・
意欲 一 学業成績

一 ・ 一 …

  二＿ 〜 ＿ 」
Rc ．tRE 　l　 社会 的責任目標 ・学業的目標が 学業達成 に 影響 を 及 ほ

r
す予測 され る プ ロ セ ス

ら れ る こ とが
， 直接学業成績 を規定 して い る わけ で は

な い 。そ こ で は ， 教師か ら受容 され る こ と に よ っ て，

児童 の ク ラ ス 適応 や学習 へ の 関心 や 意欲が 高め ら れ
，

結果 的 に 高い レ ベ ル の学業成績が 導 か れ る ， とい うプ

ロ セ ス が考 え られ．る の で あ る。Brophy ＆ Good （1974）

は ， 教師が 積極 的 に 関心 を も つ 生徒 に 対 し て ，学業促

進 的 な働 きか けを もち や す い こ と を明 らか に し て い る。
一

方 ， 教師が 関心 をもたな い 生徒で は ， そ の よ うな働

き か けは見 られな か っ た 。 こ の こ と か ら，教師か ら受

け入 れ られ て い る児童は，学 習場 面 に お い て，学 習 に

対す る興 味 や関心が 高め ら れ る よ うな相互作用 の 機会

をよ り多 くも ちや す い こ とが 示唆 さ れ る。つ ま り ， 実

際 の 授業や個人指 導 な ど の 場面 で ， 教師か ら 受 け入 れ

られ て い る児 童 は ， 教師か ら の よ り丁寧な学習指 導や

わ か り や す い 教授 を 受 け る こ と に よ っ て ， 教科学習 に

対 す る興味 ・関心 や意 欲が高め られ て い る と考え られ

る だ ろ う、さらに ， 児 童 に と っ て 教師 と は ，教 室 の 活

動 を管理 ， 運営す る，学級 生活全般 に 大 きな影響 を与

え る権威的な存在 で あ る。 こ の こ とか ら も，教師 か ら

の 受容が 児童 の ク ラ ス 適応 を 促 し
， 授業や そ の他の 学

習場面へ の モ ラー
ル を高め る要 因 とな っ て い る 可能性

が 示唆さ れ る。そ し て 児童 の 教科学習 に 対 す る関心 ・

意欲 の 高さ は ， 結果 的 に 学業成績 に も影響 を及ぼ す と

考え られ る。

　 こ れ らの 問題 か ら ， 本研究で は．教室場 面 に お け る

児 童 の社会 的責任目標が 学業達成 に 影響 を及ぼ す プ ロ

セ ス に つ い て ．従来注 目さ れ て き た学業的 目標 の 影 響

プ ロ セ ス と比較 し ， 検討す る 。 研 究 1 で は ， 児童 の 社

会的責任目標及 び学業的 目標 を測定 す る 尺度を作成 し，

そ の 信頼性 を 検 討す る 。 次 に研究 2 で は，社 会的責任

目標，学業的 目標が ，教室場而 に お ける教科学習へ の

関心 ・意欲及び学 業成績 に 及 ぼす影響に つ い て検討 す

る 。 目標 と学業達成 と を媒介す る要因 と し て の 教師 か

ら の 受容 に注目し，FIGURIf　1 に 示 され た目標 → 行動 →

媒介要因 → 学業達成の 因果関係 を予測し，こ の モ デ ル

の 妥 当性を検証す る。従来注 目され て き た学業的目標

だ け で な く， 児 童 の 社会的責任 目標 も， 学習へ の 関心・

意欲及 び学業成績 に 重要 な影響を及ぼ し て い る こ とが

考え ら れ る 。

　 こ こ で，本 研究で の 目標 の 定義 に つ い て 述 べ て お く。

目標は ， 動機づ け研究 の中で も， 特 に重要 な意味 を も

つ 概念で あ り （Pervin，1989 ）， こ れ まで H標 に関連 し た

多 くの 研究 がな さ れ て き た。しか し ， 何を個人 の 目標

と と ら え る か に つ い て は ， 研究の 立場 に よ っ て 異 な り，

必ずし も統
一・

的 な定義 は 見 られ な い
。

こ れ ま で ， 目標

の 定義に関 し て は，そ の 内容 か ら定義 し た も の （例え ば

F・ rd ＆ Nichols、1991 ）， 挑戦 の レ ベ ル ，近接性 ， 特殊性

か ら と ら え た もの 〔例 え ば Bandura ．198fi〕 な ど が あ る。

また ， 近 年の 学業達成 に 関 す る研究 で は，目標 は ， 個

人 が学業 に 対 し て ど の よ う な 指向性 を もっ て い る か，

とい う点 か ら と ら え られ て きた （例 え ば Dweck ，1986）。
こ れ らは，達成 R標理論 と呼ば れ る も の で あ 0 ， そ こ

で は 目標 は
， 個人 の 学習指向性 ， す なわ ち 何を学習 と

とらえ る か，と い う個人 の 学習観 と ほ ぼ 同義の もの と

し て 考え られ て きた 。 そ し て これ らの 研 究 で は ， 目標

と 達成 行動 ， 課題成績 ， 学 業達成 な どの さまざ ま な達

成 関連 要因へ の 影響が 示 さ れ て き た 。

　本研 究 に お け る 目標の定義は，従来 の 達成目標 と は，

以下 の 2 点 に お い て 異 なる。まず第 1 に ， 本研究 で は
，

目標 の 内容 に 注 目す る こ と で あ る 。 従来達成 目標研究

で は，教室 に お け る個人 の 目標 は，なぜ 学習をす る の

か ，と い う， 学習 の 理 由 〔why ） と い う観点か ら と らえ

られ て き た 。 そ こ で は ， 目標 は ， 能力 や コ ン ピ テ ン ス

を増 大 させ る こ とや，正 の 評価を得，負 の 評価を避け

る こ と と い っ た ， 2 つ の 対 照的な目標 と し て 扱われ て

き た 。 本研 究 で は ， 目標 を ， 理 由 の 観点 よ りも内容の

点か ら と らえ，教室 に お い て 何 （what 〕を成 し遂げ よ う

として い る か ， に 注 目 し，定義す る もの と す る。第 2
に，本研究 で は，教室 に お け る個人 の 目標 を ， 学業的

な もの に 限 らず ， 非学業的 な もの も含め て と ら え る。

達成 目標研究で は，目標は 主 に 学業領域 に 限定 さ れ て

お ワ， 非学業的な も の に 関 して はほ とん ど取 り扱わ れ
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て こ な か っ た 。 しか し， 教 室場 面 に お い て，児童は，

学 業的 な目標 と と も に ，非学業的な 目標 を も追 求 し て

お り ， そ れ ら の 両方の 目標が ， 学業達成 に 影響 を及 ぼ

し て い る こ と が 明 ら か に さ れ て い る （9コLLI．19S3 ；XVentlei．

1989，1993a 〕
。

こ れ ら の 点 か ら ， 本研究 で は
， 児童 個人 の

もつ 目標 を 「個入 が ，所与の 状況 に お い て 成 し遂げ よ

う と し て い る と こ ろ の もび） 〔IYentze［．1994参 照 ）」 と し て

定義する a

研 　究　 1

目　 的

　教室 に お け る児童 の社会 的責任目標 及 び 学業 的 目標

の 測 定尺度を作成し，尺度の 検討を行 う 。

方　法

　被調査者 ：静岡県下の 公立 A 小学校 5 ， 6年 生 237名

ご男子 129 名 女 子 li）8 名｝ 及 び愛知 県 下の 公 立 B 小学校

4， 5 ， 6年生 238名 （男子 i21名，女子 117名），公立 C 小

学校 5 ， 6 年生 116名 偶 子 56名，女子 60 名）の 計591名 （男

子 3E〕G 名．女子 285．e ） の児童 で あ っ た。 こ れ ら の 小学校

は，い ずれ も都市郊外部の 住宅地 に 位置す る ， 比較的

規模 の大 きな 学校で あ る 。

　調査の 実施時期 ：調査 の 実施は ， A 小 学校 が 1994年

9 〜10月， B 小学校が 1994 年11月〜 12月 ，
　 C 小学校が

1995年 3 月に行わ れ た。A 小学校 の 5， 6年 の各 1 ク

ラ ス で は，さ ら に 約 1 か 月半後 に 再 検査 が 実施 され た。

　手続 ：調 査 は 各 ク ラ ス 毎 に
， 担 当教師 に よ り授業時

間を利用 して 集団形 式 で行われ た。

　質問紙 ：以下 の 2 種類 の 質問紙が作成 さ れ ， 実施 さ

れ た 。 回答方法は ， 各項 日に つ い て ，自分 に 当 て は ま

る と思 う程度 を 「い つ もあ て は ま る 」 か ら fど ん な と

きもあ て はま らな い 」 まで の 5段 階で 評定す る も の で

あっ た 。

　 L 社会的責任 目標尺 度

　本研究で は ， 社会 的責任 を ， 「社 会 的な ル
ー

ル や役割

へ の 期待 を守 る こ と 〔Wem 堀 ，1991a ）」と し て 定義 した 。

こ の 定 義 に 従 っ て ，以 下 の 2 つ の 下位 尺度 （Wentzel、

1991b ）か ら な る社会 的責任目標 尺度を作成 し た。（1）規

範 遵 守 日標 は ， 教室 に お け る明示 的あ る い は 賠 黙 の

ル
ー

ル を守 り， 規範 に 従 う こ と を目標 と す る も の で あ

る 。   向社会的 目標 は ， 社会的 ， 対 人的 な協力 や 援助

を目標 とす る もの で あ る 。 こ れ ら の 2 つ の 目標 は ， 共

に 社会 的 に 期待 され る 役割や 規範を守る 目標で あ り，

社会的責任を構成す る中心的な目標で あ る と 考 え られ

る。尺度 項 目 は，Wentze1 （］993a） な ど を参考に しな

が ら ， わ が国の 教 室状況 に 適合す る よ う配慮 し て 作成

さ れ た 。 原尺 度の項目数は ， 規範遵守 目標 14項 目，向

社会的 目標ユ2項 目の計 2顧 目 で あっ た e

　2．学業的目標尺度

　本研 究 で は，学業領域 に お い て児童 が成し遂 げよう

と し て い る と こ ろ の も の を 児 童 の 学業的 目標 と し て 定

義 した。
こ れ まで の 多 くの 研 究 に よ り， 学業的 目標に

は，学 習 そ の も の を価 値 づ け し，努力を重視す る 目標

と ， 学 習 に お け る相対的評価を強 く意識 し， 能力 を重

視す る 目標 とい う 2 つ の 目標 が 存在 して い る こ とが明

らか に さ れ て い る （例 え ば Ames ＆ Archer、1987）。本研

究で は ， 前者 を熟達 目標，後者を評価目標 と定義 し，

こ れ ら の 尺 度 を構成 した 。尺度項 目は，Wentzel （1993a｝

な どを参考 に し なが ら ， ．わ が 国 の 教室状況 に 適 合す る

よ う配慮 し て 作成 され た。原尺 度の 項目数は，熟達目

標 12項 目，評価目標 12項目の 計24項目で あ っ た。

　な お ， 社会的責任 目標及 び学業的目標の 各尺度に は，

全項 目数 の 25％程度 の反転項 目が含 まれた。

結果 と考察

　 1．社会的責任 目標 ・学業的 目標尺度 の 検討

　 まず，社会的責任 目標 ， 学業的目標の それ ぞれ の 下

位 目標 に つ い て ，項 目分析 が 行 われ た 。各 目標 の 項目

一
尺度間相関と α 係数が算出さ れ ， α が 最大 に なる よ

うに 項 目が 選択 さ れ た。項 目削除の規準 と して は ， 相

関 係数が ．30末満で あ る こ と を目安 と し た が ，そ の 項 目

が α 係数 を高 め て い た 場 合は例外 と された。そ の 結

果 ， 各 目標 の α 係数が 最大化 さ れ る項 目群が選 ばれ

た 。

　 次 に ，因子分析 を用 い て ，社会的責任 目標 ， 学業的

目標 の各尺度に つ い て
， 予 測 さ れ る 下位 目標 が 確認 さ

れ る か ど う か を検討 し た 。 ま ず ， 社会 的責任 目標 に つ

い て囚子 分析を行 っ た。社 会的責任 目標 の 下位 目標間

に は，そ の 概念的性質か ら正 の 相関が見 られ る こ とが

想定 さ れ ，先行研 究 で も中程度 の 相関が認め られ て い

る （VVentzel，】993）。 そ の た め ， 斜交回転 （プ ロ マ ッ ク ス 法 ｝

に よ る 因子分析 を実行 し た 。 そ の結果 ， 規範遵守 目標

に 負荷が 高 く向社会 的目標 に 負荷 の 低 い 第 工因 子 と ，

そ の 逆の第 2 囚子が得られ た。そ の 際 ， 固有値 は6．09，

】．77 ，
1．17，1．10…と変化 し ， 軸間の相関 は ．45で あ っ

た 。 さ ら に ， 両日標 尺度 の 独立性 を高め る た め ， 両因

子 に 負荷が 高 い 2項 目が 削除 され た結果 ，
T へBLE 　1 に

示 され た尺度項 目 が 選択さ れ た 。 項目数 は ， 規範遵 守

目標が 10項 El， 向 社会的 目標 が 8項 目 の 計18項 目で あ

り，α 係数 は そ れ ぞ れ ．78， ．84， 社会的責 任目標全体 で

は ．86と高 い 内部
一

貫 性 が 認 め られ た 。 ま た ， 学業的目

標 に つ い て も因子 分析 （t 因 子 解
・パ ワマ ッ ク ス 法 〉 を
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TABLE 　1 社会 的責任 目標 尺度 の 因 子分析結果 と各項 目 の 1−T 相関，平均値 ， 標準偏差
2

項 目 1　　　［l　　I−T 　　M 　　SD 　　 α

678

一
123

1　が っ か り し て い る 入が い た ら ，な ぐ さ め た り，は げ ま して あ げ よ う と思 い ます

2 、けが を した り．ぐあい の 無 い 人が い た ら，保健 室 に つ れ て い こ う と思 い ま す

3　 友達 が 何 か に こ ま っ て
t

｝た ら ，手助 け し よ う と思 い 圭 す

4 、fiん ぴ つ や 消 し ゴ ム を わ す れ た 人 に は ．自分の もの を か して あ げ よ う と 思 い ま す

5 ．自分 が 前 に と い た こ と が あ る問 題 が わ か らな い 友 達 が い た ら，そ の 問題 を と く手

　 助 け を し て あ げ よ う と思 い E す

　 勉強 の わ か らな い 人 に は，教 え て あ げ よ う と思 い ま す

　 教科 書 を わ すれ た 人 が い た ら ，自分 の もの を 見 せ て あ げ よ うと思 い ます

　 友達 か ら両 か を た の まれ た ら，そ れ をや っ て あ げ よう と思 い ます

．77　−．06　　、6L　　3．91　 D．95

．76　−，10　　．58　　4．DJ　l、 6

，76　　 〔12　 ．fi6　 4．06　0．95
．72　− iO　　5・1　 4．20　0．96

．67　　　．02　　、57　　4．〔吐　　1．07　　、84

、60　　　．18　　．60　　3．96　　1．〔，4
．56　　．14　 ．53　 4 ．19　 1．02

．44　　　囓25　　『47　　3．呂3　　0．tj3

　　友達 と し ゃ ベ リた く な っ た と き も，授 業 q1はが まん す
．
る よ うに し ま す　　　　　　　．22

　　授業中に つ か れ て きて も，授 業の 終わ り ま で は 先生 の 話 を よ く聞 くよ う に し ま す　　．D8

　　めん ど うだ と思 1一と きで も，当番 の仕 事が あ る と き に は ，そ れ を ち ゃ ん とや る よ う　．06
　 　 に し まず

4 ．授 業中 は．他 の 人 の じ ゃ ま に な ら な い よ うに し ま ナ　　　　　　　　　　　　　 、09
5 ．宿 題 を や ら ず に 学 校 に い く こ と が あ っ て も よい ，と 思 い ま つ（R｝　　　　　　　　 ．．04
6　授 業 で 先燮三に や る よ う に い わ れ た こ とは，め ん ど う で も ちゃ ん とや る よ う に し ま す　．15
7 ．自習時聞 な らば，友 達 とお しゃ べ り して も い い と思 い ます  　　　　　　　　　　一．07
8 、ク ラ ス で 自分 が 受 け 持 っ た こ と は，ち ゃ ん と や る よ うに し ま す　　　　　　　　　 ．23
9 ．人 の 悪 「1を 言 わ な い よ う に 気 を つ け ま す 　　　　　　　　　　　　　　　　　 ．ユ9
】〔1 学校 の き ま りは，す こ し くら い な ら守 ら な くて よ い ，と思い ます  　　　　　　　　．04

4
り」

3

7

ご
U

广
U

46　　2、98　 1．24

54 　 3．59　 1．ユ4

52　　4 ．C〕6　　1，03

、54　 3、67　ユ，05

．43　　4、14　　1．ユ9　　、7B
，50　 4．15　 1．Ol

．39　　3．61　　1．25
．50　　4．03　　1．Ol
．4D　　3．35　　1．20

，33　　3．38　　1』28

寄 与 4．77　 4．45
；
−

1 …附 会胡 廩
．
II．．．纈 遵 相 標 鵬 趣 顯 目 を示 す

行 一
） た と こ ろ．固有値 は第 1 固有値 か ら3、09， 2．81，

1．26…と変動 し，明確な 2 因 子性が認 め ら れ た。そ し

て そ れ ら の 因子 は
， 熟達 ， 評価の 各日標 に

一
致 し て い

た 。 そ こ で ，こ れ ら の項目 を学 業的 目標 の尺度項 目 と

して 採用 した〔TABLE 　2｝。項 目数 は ， 学業熟達 目標 10項

目 ， 学 業評 価 目標 7 項 目で あ っ た。α 係 数 はそ れ ぞ

れ ．72．．75と ， 両尺度 と も高 い 内部
一

貫 性 が 認 め ら れ

た 。

　 さ らに，A 小学校の 5， 6 年各 1 ク ラス で ， 約 1 か

月半後 に 再検査 が 行 わ れ た
。 そ の結果得 られた再検査

信頼性は，社 会的責任目標 ， 学業的 目標 の 各 F位尺度

で それぞれ ．75， ．71， ．74，．70 （全 て p〈．OOI）で あ り， 高 い

信頼性が あ る と考 え られた 。

　2．社会的責任 目標 ・学業的目標尺度間 の 関連

　TABLE 　3 に は ， 各月標問 の 相関 が 示 され て い る。 社

会的責任目標 の 下位 目標 間 に は，比較的高 い 相 関 が見

ら れ る（．54，pぐ 00D 。規範遵守目標 と 向社会 的目標 の問

の 相関 の 高さ は ， こ れ らの 目標 が共に社会的な ル
ー

ル

や規範 を守る こ とに 関連 した 目標 で ある と い う社会的

責任 目標の 性質か ら予測 された もの で あ り， 先行研 究

か ら も 示 さ れ て い る と こ ろ で あ る （IVentzel，1993a，

1994）。一
方，学業的目標 の

一
ド位尺度 で あ る熟達目標 と

評価目標 間 で は
， 全 く相関は 見 られ な か っ た （．04，n ．s、）。

熟達目標 と評価 日標は，概念的 に 独立 した 関係 に あ る

目標 で あ り （Dweck ．1986）
，

こ の よ うな結果 は ， 本研究

で 作成 された学業的目標尺度が 内容 的 に 妥 当な もの で

あ る こ とを示 す も の で あ る と い え る 。

　 ま た ，社 会的責任 目標 と学業的 目標 と の関係で は，

社会 的責任 目標 の 2 つ の 下位 目標 と ， 熟達目標 と の 間
に 中程度 の 相 関 が 見 ら れ 鯱 範 遵守 目標 との 問 に ぽ 44，向社

会的 S標 と の間 に li．46 ；と もに p＜．OOI＞，評 価 目標 と の 問に

は 全 く相関 が見 られ な い ｛規範 遵 守 目標 との 問 に は．Ol，向社

会 的 ほ標 との 間 に は 一．OO；と も1こ n．s．1， と い う結 果が示 さ れ

た。こ れ に は ，
こ れ らの 目標 の も つ 性質の違 い が 関係

して い る と い え る だ ろ う。 つ ま り熟達 目標は，努力重

視や探索指向 と い っ た ， 教 師や友人 な ど に よ っ て社会

的 に 認め られ，受 け 入 れ ら れ や す い 目標で あ る 。

一
方

評価 目標 は ， 能力を重視 し， 相対的に高 い 評価を得 よ

う とす る 目標 で あ る。こ の よ うに ，他 者 との 比較や競

争を指 向す る評価 目標 は ， 他者 と円滑 な関係を もっ た

り， 協力的で あろ うとす る社会的責任 目標 と は ， 独立

的な関係 に あ る もの と考え られ る。 こ れ らの 結果 か ら，
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TABLE 　2　学業的 目標尺 度の 因子 分析結果 と各項 目 の 1−T 相 関 ， 平均 値，標準 偏差
3

項 目 1　 　 正I　　I−T 　 　M 　　 SD 　　 α

1 ，勉 強 をし て 新 し い こ と を知 る こ とが 好 きで す

2 ．授業で 勉強 し た こ と に っ い て，も っ と くわ し く知 りた い と思 うこ とが あ tJ ます

3　 勉強 で き ょ う み を も っ た こ とに つ い て，人 に 聞 い た り，自分 で 調べ た り する こ と

　 が好 きで す

4 ．こ た えを まち が え て も，そ れ は次 の 勉強の た め に な る と思 い ま す

5 ．自分 の 力 で が ん ば れ ば，苦手 な も の で もで き る よ う に な る と 思 い ま す

6 ，自分の 好 きな 教科 は，すす ん で 本 を読 ん だ り，調 べ た り します

7 ．む ず か し い 閲 題 を が ん ば っ て と い た と きが，一
番 うれ し い と 思 い ます

8 ．あ た ま を使 う こ と は，好 きで は あ D ま せ ん  

9 ．む ず か し い 問題 に 当 た っ た ら，あ き ら め て そ の 問 題 を や る の を や め た く な り ま す （R

10．勉 強 は結果 よ り も，ど の くら い が ん ば っ たか が 大 切 だ と 思 い ま す

　

1　 ．71　　 00　 ．55　 3．70　 1．10

　 ．66　　　．D9　　．50　　3．51　 1．15

　 ．63　　　、DO　　．45　　3．22　　1，23

．55 　
−．Ol 　．41 　393 　1．08

，54　　　、D3　　、39　　4 、15　　0．96　　．72

．54 　 ．12 　．38 　334 　1、23

．45　　
−、21　　．32　　4　14　　1．07

，44　　　，25　　，31　　3　11　 1．10

42　　．D2　　．28　　3　23　 1．34

．38 　　、08 　 　、25 　 3 ，95 　 1．11

1 ．人 よ り い い 点 を と っ た と き が，一番 うれ し い と 思 い ま す

2 ．自分 の 点が ク ラ ス の み ん なよ りよ か っ たか ど うか が，と て も気 に な ります

3 ．友達 の 成績が 自分 よ りい い か ど うか が，と て も気 に な り ます

4 ，勉強 す る の は よい 成 績が と りた い か ら で す

5 、テ ス トで よ い 点 を とっ た ら，じ まん した くな ります

6 ，勉強 す る の は，成績表 樋 知 表 ） を よ く し た い か ら で す

7 ．よい 点 を と っ た と き は ， 先 生 に ほ め て ほ し い と思 い ます

一，02 「
　 ，70

−．01　　．δ7
−．OOI　、66

．1  1　 ．66
−．021 ，58
−．12　　．57

，L2　 　，56

，53　　3 ．29　　1．22

．52 　320 　1．33

、52　 3、30 　ユ．31

．49　　3．20　　1．22　　．75

42　 326 　 1．18

．39　 3、｛｝5　 1．27

．40　　2．83　　上．31

寄 与 2．98　 2．92

s
　 I…学 業 熟 達 目標 　 II…学 業 評価 目標 　 　  は 逆 転 項 目 を示 す

TABLE　3　各 目標間の相関
4

社会的責任目標　 規範遵守目標　　向社会蛇目標　　学業熟達目標

規籍遵守目標　　　．go纏 ¢

向社会的目標　　．85嚀 騨

学業熟達目漂　　 51騨8

学業評価目標　　．OG

．54’ 83

．44 ． ・ 参
　　　 ．46 梓 ぴ

．Ol　　　　
−．oo　　　　　．04

’
社会的責任ヨ標の得点は規範遵守目標と向杜会的目標二の合戚得点である

””
pc．eOl

社会的責任目標 ， 学業的 目標の各尺度 は ，

一定の 妥当

性を もつ もの と い える。

研 　究　 2

目　的

　児童 の社会的 責任 目標 が ， どの よ うな プ ロ セ ス を経

て教科学習へ の 関心
・意欲及 び学業成績 に 影響 を及 ぼ

し て い る か ，に つ い て
， 学業的 目標 の 影 響 プ ロ セ ス と

比較 しなが ら，
パ ス解析 を用 い て検討す る 。

方　法

　被調 査者 ：研 究 ユ で 対 象 とされ た愛知 県下 の 公立 B

小学校 4 ， 5 ， 6 年生 238名 （男 了 121 名，女 子 ll7 名 ）。

　手続 ：調査 は，研 究 ユの 原 尺度 と 同時 に 実施 さn た。

また ， 各担任教 師 へ の 調 査 は ， 筆 者が教 師 に 口 頭 及び

文 書 に よ り 回 答方 法 の説明 を し ， 回答 を依頼 ， 1 〜 2

か 月後 に 調 査用紙 を回収 した 。

質問紙 ：

　 L 社会的責任目標 ・学業的目標尺度

　研 究 1で 作 成 された社 会的責 任 目標及 び学業的 目標

尺 度 が 用 い ら れ た。項 目数 は ， 社会的責任 目標 が ， 規

範遵守 目標 10項 目， 向社 会的目標 8項 目の 計18項 目 ，

学業的 目標 が，熟達 目標 ユO項 目，評価 目標 7 項 目 の 計

17項 臥 合計35項 日で あっ た 。

　 2．ゲ ス ・フー ・テ ス ト

　教室 に お け る児童 の社会 的責任行動及 び学業的行動

を調 べ る た め ， 友人 指名に よ る ゲ ス
・

フ
ー ・テ ス トが

行 われ た。項 目内容 は，社会 的責任行動 で は，「当番 や

班 の 仕事を き ち ん と す る 人 槻 範遵 守的 行動 ）j， 「こ ま っ

て い る 人 を手助け し て あげる人 1向 杜会 的行 動 」 の 2 項

目 ， 学 業的行動 で は ， 「勉 強 の とき， 自分 で 考 えた り，

調 べ た りす る こ と が好 き な人 （学業 熟 達的行 動 」「授業よ

り も，と くに テ ス トの 時 に が ん ば る 人 （学 業 評価 的行 動）」

の 2 項 目で あ っ た。 こ れ らの 項 目 に つ い て ， 当 て はま

る と思わ れ る ク ラ ス の 友人 の 名前を男女各 2名ず っ 書

くよ う に 求 め られ た。同 じ名前が 複数 の 項 目 に 指 名 さ
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れ る こ と も 可能 で あ っ た
。 得点化 は ， 指名 1 つ が ある

毎 に ， そ の 児童 に ユ点が 与え ら れ る方法 が と られ た。

　 3．教師か らの 受容

　 児童 に 対 す る教師か らの 受容 に は，担 任教師 に ，ク

ラ ス の 各児童 に つ い て ，来年度 も 担任 を し て み た い 程

度 を 3 段 階で 評定 し て も ら うノJ法 に よ り測 定 され た

“Wentzpl 、19．　9　D 、，教師 が 担 任 と し て あ る 児童 を 受 け持

つ こ と に 関す る希望の 有無 に は，教師 の そ の 児童 に 対

す る認知や ，そ の 児 童 を受 け入れ て い るか どうか が反

映 さ れ る と 考 え る こ と が 可能で あ る 。

　4．教科学習に対する 関心
・意欲 ［児童評定 ］

　学 校で の 教科学習 に 関心 を もっ て 学 習 に取 り紐 ん で

い る程度 を児童 に 白己評定 し て も ら っ た。質 問項 冂は ，

主要 4 教科 1国 語
・算 数

・
理 科

・
社 会 ） そ れ ぞ れ に 関 して ，

ど の 稗度 が ん ば っ て い る か
， を問 う も の で，「と て もが

ん ば っ て い る 」 か ら 「全 くが ん ば っ て い な い 」 ま で の

上0段 階 で 評定 して も ら っ た 。 「が ん ば り 1 と い う言 葉

は ， 教室 で の 学習活動 へ の 意欲や 取組 み を表 わす際 に

日常的に 用 い られ る，児童 に と っ て親 し み の あ る表現

で あ り， 児童 に よ る 自己評定 に 適 し た 用語 で あ ると考

え ら れ た。

　5、教科学習 に 対す る関心 ・意欲 ［教師評定］

　担任教師に ，ク ラ ス の児童 の 教 科学習全般 に 対 す る

関心 ・意欲 に つ い て
，

5 段階で評定し て も ら っ た 。

　 6．学業成績

　担任教師 に ， ク ラ ス の 児童の 教科全般 の 学業成績 に

つ い て， 5 段階 で 評定 して も ら っ た 。 評定 の 際 に は，

関心 ・意欲 と は独立 の ，成果 と し て の 学業 成績 に つ い

て 評定 し て も ら う よ う教 示 さ れ た 。

　な お
， 上記 の 2 ， 3 ， 5 ， 6 の各測度の 得点 は，ク

ラ ス の 人 数 に よ る 影響 を排除す る た め ， ク ラ ス 毎 に平

均 O ， 標 準偏差 1 に 標準化さ れ た も の が 用 い ら れ た。

結 　果

　 は じめ に ，全変数問 の相関係 数 を算出 し （TABLE 　4），

次 に ，予測 され た 目標
一

・行動 ・ 媒介要因→結果 の プ ロ

セ ス （FIGLHE 　I） に つ い て 検討 す る た め に ，
パ ス 解折 を

行 っ た。パ ス 係数の推定に は ， 階層 的重回帰分析を用

い た 。 仮説 に 従 っ て 日標，行 動，媒 介変数 の 各変数 を

順 次投 入 し
， 学業成績を最終的な 目的変数 と して 分析

を行 っ た 。

　 ま ず ， 全 変数の相関 （TABLE 　4） を参照す る と， 他の

目標 と は対照的 に ， 学業評価 目標 の み が ， 行動 ， 媒介

要囚，及 び学業達成 の 各指標 と の相関が ほ と ん ど 見 ら

れな い
。 特 に学業評 価目標 の 行動指標 で あ る学業評価

的行動 と の 間 に も相 関 が 示 さ れ ず ， 予 測 さ れ た 目標 →

行動 の 関連 は 確か め られ な か っ た 。 こ の こ とか ら ， 学

業評価目標 に 関 し て は，尺度 の 信頼 性は認め ら れ た も

の の ，尺度 が 行動 を予測す る上 で妥 当な もの で はな い

可能性が あ り ， 問題が 残さ れ た。あ る い は ， 尺度そ の

も の で は な く，尺度 の 行動指標 げ ス ・フ ー・テ ス トの 項

目内客）に問題 があ っ た 可能性 も考 え られ る。 こ の よう

に ，学業評価 目標 と そ の 行動 指標 に 関 し て，適切 な も

の で は な い 可能性が考え ら れ た 。 そ こ で 本研究 で は ，

学業的目標の うち，学業評価 目標 に つ い て は そ の 後 の

分 析 か ら除 く こ と と し ， 学業熟達目標 に つ い て 検 討 す

る もの と した 。

　ま た 社会的責任 目標 に つ い て は ， 研 究 1 で 作成 し た

規 範遵 守 目標 と向社会 的日標 の 2 つ の 下位尺度か らな

る 目標 と して提起 し た 。こ れ らの 2 つ の 日標 は ， 斜交

回転 （プ ロ マ ッ ク ス 法 〉に よ る因子分析で は，軸間 に 中程

度 の 相 関（．45）を もつ 2 つ の 囚子が 見 出 され，作成 され

た 尺度 も 互 い に 中程度 の 相関 （．Sd，pく．〔）Ol｝ を もっ て い

た e こ の こ と は ， 規範遵守 目標及び 向社会的 目標 が ，

概念的 に は弁別可能で は あ る が ，と もに 社 会的 なル ー

ル や役割期待 を守 る とい う ， 社会的責任目標 の 概念 に

よっ て 包括 す る こ とが可能で あ る こ と を示唆 す る もの

と考 え ら れ た 。 そ こで 本研 究 で は
， 規範遵守目標 と向

社会的 目標 との 合計 点 を もっ て社会的責任目標 の 得 点

TABLE 　4　全変数間 の相関

址会的責任目標 学業熟達目標 学楽評価目標 社会的責任行動 学業熟達的行動 学業評価的行動 教師からの受容 学總 愈鰤 葬む 学署意鋤児童評定：1

社会的責任行動

学業熟達的行動

学業評価的行動

教師か らの受容

字習童歌偸臣1碇 ｝

字習韋歓崕童言碇 1

学 業成績

．31）i ’‘

．148
−．〔）2

．19樋

．2じ
騨

．38鎚搴

．18嚀霧

．21桝

、32韓凄

．IQ

、1が

．37勧零

．42，．‡

．Lt9’”

，13’

、05

、10

．05
−．00

．03

、OO

93D140哩

D3421 ．26ホ‘ゆ

．14’

．55榊 宰

．33鱒8

．6P 料

、09

．31・け

．25辱 榊

幽．墨56け

．42牌参

．24寧桝

．30綿3

．45，”

．740鵬 41111

゜
P＜．05　

−
P〈．Ol　

＃4P

く．OOl
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　　目標　　　　　　　　 行動　　　　　　　媒介 要因　　　　　　　　　　　　　　 結果
　 　　 　　　 ，25 ＊ ＊ ＊

蝋 責騰 → 社会

騨 惜 ぐ
ホ ＊

　 ．32 ．。 、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　教師 か らの 受容
一一一

レ 教科学 習 へ の 関 心 ・

　　　 　　　 （R2 ‘・46 ）

学 業 熟

　　　
’41　’＊ ＊

　　．58 ＊＊ ＊

意欲 一 学業成績
（R2 二．61）

．29 ＊＊ ＊

  ぐ 05 ＊

  〈 ．01 ＊ ＊ ＊
P ＜ ．OO1

FIGURE 　2 　社会的責任 目標 ・学業熟達 目標が 教科学習 へ の 関心 ・意欲 ｛教 師評 定 ）及 び学業成績 に 影響 す る プ ロ

セ ス （重 決定 係数 IR2） は 全 て p〈．OOD

と す る もの とした。

　FIGURE　2 に は ， 教科 学習 へ の 関心
・意欲 （教 師評 定） と

学業成績 を指標 と し た パ ス 解析 の 結果 ， 標準偏 回帰係

数 （β）が 5 ％以上 の 水準 で有意に な っ た パ ス を取 り上

げ，重 決定係数 （R2） と と も に ダイ ア グ ラ ム に 示 し た 。

まず行 動 レ ベ ル で は，社会的責任行動 に 対 して は社会

的責任 目標か ら （β＝．Lt5．　p〈．eOl），学業熟達的行動 に 対

して は学業熟達 目標か ら 〔β
二．31，p〈．OOD

，
そ れ ぞ れ 正

の パ ス が示 された。次 に ，媒介要因の レ ベ ル で は ， 教

師か ら の 受容 に 対 し て ， 学業熟達 的行動 か ら の パ ス は

見 られ ず （p ＝一． 2，n．s、）， 社会的責任行 動 か らの 正 の パ

ス の み が 示 さ れ た （β
＝．27，p＜．eOl）。最後 に 結果 の レ ベ

ル で は，教科学習へ の 関心 ・意欲 に 対 して ，目標 レ ベ

ル で は 学 業熟達目標か ら （β
＝．18，p〈．OD

， 行動 レ ベ ル で

は学業熟達的行動 か ら （β
＝．4ユ．pく．oel），そ れ ぞ れ 正 の パ

ス が 認 め られ た 。 そ し て媒介要因 レ ベ ル か ら は，教 師

か ら の 受容か ら正 の パ ス が 示 さ れ た （β； ．32，p 〈．OOD 。

また ， 学業成績に対 して は ， 行動 レ ベ ル で は学業熟達

的行動 か ら （β＝．29，p〈．DOI）， そ し て結果 レ ベ ル で は教

科学習へ の関心 ・意欲 か ら （6＝．58 ，p〈、O鋤 ， そ れ ぞ れ

正 の パ ス が 認め ら れ た 。

　次 に
， 児童評 定 に よ る 教科学習 へ の関心 ・意 欲 を指

標 と し て，先 と同 じ く目標→行動
一・媒 介要因 → 結果 の

予測 さ れ た プ ロ セ ス に つ い て検討 し た。ま ず，教科 学

習 へ の 関心 ・意欲 （児童評 定〉 に 対し て は ， 目標 レ ベ ル

で は，社会的責任目標 と学業熟達 目標 の 両 方か ら （それ

ぞ れ β＝22 ，β ＝ ．24，と もに pく ODD
， 行動 レ ベ ル で は 学業

熟達 的行 動 か ら（β＝．？1，p（．01）， そ し て 媒介要因 レ ベ ル

で は教師か ら の 受容 か ら（β
；、14．p 〈．05｝，そ れ ぞ れ 止 の

パ ス が 示 さ れ た 。 重決定係数 （Rり は ．28〔p （．OOL）で あ っ

た 。 ま た ， 学業 成績 を 目的変数 と し た パ ス 解析を行 っ

た と こ ろ，行動 レ ベ ル で は学業熟 達的行 動 か ら（β＝．48，

p〈．OOI｝，媒 介 要 因 レ ベ ル で は 教 師 か ら の 受容 か ら

（β＝．17，p〈．OD
， そ して 結果 レ ベ ル で は教科学習へ の 関

心 ・意 欲 か ら （β二20．p ＜』01）， そ れ ぞ れ 正 の パ ス が 示

さ れ た 。 重決 定係 数 （R！
〉 は ，45 （pく．OO］）で あ っ た 。

こ

れ らの 結果 か ら ， 児童評定に よ る 教科学 習 へ の 関 心 ・

意欲 指標 を用 い た時 も，教師評定に よ る指標を用 い た

時と 同様，社会的責任 目標の み に お い て ，教師 か ら の

受容 を媒介 と し た ， 予測さ れ た 学業達成 プ ロ セ ス が 確

か め ら れ た と い え る。

考　察

　本研 究 で は，パ ス 解析 を 用 い て ，社会的責任 目標及

び学業的目標が 学業達成 に 影響す る プ ロ セ ス に つ い て

検討 し た。そ の結果，社会的責任 目標 は ， 社会的責任

目標 ・社会 的責任行動
．→教師 か ら の 受容 → 教科学習 へ

の関心
・意欲 → 学業成績 と い うプ ロ セ ス を経 て 学 業成

績 に 影響 し て い る こ と が 示 き れ た 。 す なわち，児 童の

もつ 社会的責任目標 は ， 教師 か らの 受容 と い う社会的

な媒介要困 を経て ，学業達成 に 影響 を及ぽ して い る可

能性が 明らか に さ れ た の で あ る 。

一方 ， 学業熟達 目標

は，学業熟達 目標 → 学業熟 達 的行動 →教科学習 へ の 関

心 ・意欲 → 学 業成 績 と い う プ ロ セ ス で 学業達成 に 影響

し て お り， 社会的な要因に よ る媒 介 は認 め られ ず， 行

動 か ら達成へ と い う直接的な影響の み が認 め られた。

し か もこ れ らの プ ロ セ ス は，教科学 習 へ の 関心 ・意欲

の 指標を，教師評定 と 児童評 定 と の どち らを用 い た際

に も認 め ら れ た も の で あ っ た 。

　 ま ず ， 「1標 か ら行 動 へ の 影響で は ， 社会的責任 目標

か ら社会的責任行動 に ， 学業熟達 目標 か ら は学業熟達

的行動 に ，そ れ ぞ れ有意な 正 の パ ス が認 め られた。 こ

の こ と か ら， 児童 が もつ 社 会的責任 目標，学業熟達 目

標 は，そ れ ぞ れ教室に お け る社会 的責任行動 と学業熟

達的行動 と を導 い て い る と考え ら れ る 。 ま た こ の結果

は，本研 究で 取 り一ヒげられ た こ れ ら の 目標が ，そ の 目

標 に 応 じた教室内の 児童の 行動を 予測して い る こ とを
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示 す も の で あ り，行動的規準 と の 関連 か ら， 各 日標尺

度 の 妥 当性 を確 か め る も の と も い え る 。

　 次 に ， 行動か ら媒 介要因 へ の 影響 で は ， 社会的責任

行動 の み が 教 師 か ら の 受容 に対 し て有意な 正 の パ ス を

示 し て い た 。 す なわち，こ の 結 果 か ら， 児童 の 杜会的

責任 行動及 びそれ を規定 す る社会的責任 目標は，児童

に 対 す る教師か ら の 受容 を規定 す る重要 な要囚 で あ る

こ と が 示 さ れ た と い え る。Welltzel （⊥99」） で は ， 教室

に お け る 児童 の 行動 と教師 か ら の 受容 と の関連 に つ い

て検討し て い る が ， そ こ で は 児 童の 社会 的行動 の み が

扱わ れ て お り．教室 に お け る 児 童 の 行動 の も う ひ と つ

の 重 要 な 側面 で あ る ， 学業的行動 を含め て 検討 さ れ て

は い な い
。 本研究で は，学業的行動を含 め た上 で も，

児童 の 杜会的 責任行 動 が 教師か らの受容 を規定 し て い

る 重 要な要因で あ る こ と が 示 さ れ た 。 学 習 に お い て 自

ら調 べ ，努力す る，と い っ た学業熟達的行 動 は ， 他者

か らみ て 顕現的 な行動 で は な い 可能性が あ り， そ の た

め教師 か らの 受容 と の 関連が 見 ら れな か っ た もの と考

え ら れ る。一
方社会的 な規範 や期待に 沿 っ た行動で あ

る社会 的責任行 動 は ， 人 の 目に 入 りや す い ，顕現 的な

行動 で あ る 。 き ま り を 守 り， 人 に 協力や援助を す る と

い っ た社 会的責 任行動 は ， 教師か らの 児童 の印象や 受

容 に 重 要な影響 を及 ぼ して い る と い え る。教室 に お け

る 児童 一一教師関係 に お い て，児童 の 社会的責任行動 ，

及 び そ れ を規 定 して い る 社会 的 責任 目標 は，教師 に

と っ て 教室 で の様々 な 活動 の 実行 や 運 営 を容易 に す る

も の で あ り，教室に お い て 広 く積極 的な意義を もつ も

の と して と ら え ら れ て い る こ とが 示 峻 さ れ る。

　教科学習 へ の 関心
・
意欲 傲 師評定） に 対 して は ， 目

標 レ ベ ル で は 学業熟達 目標 か ら．行動 レ ベ ル で は学業

熟達的行動か ら ， そ し て媒介要因 で は教師 か らの 受容

か ら ， そ れ ぞ れ有意な正 の パ ス が認 めちれた 。 学業熟

達目標 は，学習 に お け る熟 達的 で 努力重視 の 日標 で あ

り， こ の 目標が ， 教室場面 で の 児童 の 教科学習 へ の関

心 や意欲 に 対 し て 影響 を及 ぼ して い る こ と は十分考 え

ら れ る。ま た
， 学業熟達行動か ら教科学習 へ の 関心 ・

意欲 〔教師評 定） に対す る 正 の パ ス が 認め られ た。 こ の

よ う な 行 動 → 教 科学習 へ の 関心 ・意 欲と い うパ ス は一

見理解 しに くい よう に思わ れ る 。 し か し ， こ こ で 本研

究で の行動指標 の 測定方法 に つ い て 考 えて み る と ， 友

人指名 に よ るゲ ス ・フ
ー ・テ ス ト を用 い た もの で あ っ

た。っ まり こ の 結果は ， 友人 か ら み て熟達的で 努力重

視の学習行動を 示 し て い る児童 は ， 教師も教科学習へ

の 関心 ・意欲が高 い と見て い る，と い うこ と を示す も

の と い え る。ま た ，児童評定 に よ る教科学習へ の関心・
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意欲 の 指標 を用 い た 場合 に見 ら れ た こ の パ ス は
， 友人

か ら見て学業熟達的な行動 を示 す児 童 は ， そ の 児童自

身 も，教科学 習 に 対 して 高 い 関心 を もち ，意欲的 に 取

り組 ん で い る こ と を示 すも の とい え る 。

　 教師か ら の 受容 は ， 教師評定及び児童評定に よ る 教

科学習 へ の 関心 ・意欲 に 対 し て 正 の パ ス を示 して お り，

そ れ を媒介 し て 学業成績 に 対 して も正 の パ ス が 認 め ら

れ た。 こ の 結果 は ， 児 童 が ， 教室 に お い て 担任教師か

ら 受容 さ れ る こ と に よ っ て ，教 科学習に関心や意欲 を

もつ よ う に な り，結 果 として 高い 学業成績を修め て い

る 可能性 を示 す もの と考え ら れ る。 こ れ ま で の 研究で

は ， 教 師か ら の 受容 と児童 の 学業成績 と の関連 に つ い

て，教師か ら 受容 され て い る児童 が，教師か ら 質 の 高

い 教授 や個人 指導を受け る機会 を多 くもつ た め に，結

果 と して 高い 学業成績を修 め る ， と い う プ ロ セ ス が 主

と し て 考 え られ て きた （B1．。 phy ＆ Go 。d，1974 ；Wentzel，

1991a、1993b）。 こ の よ うな プ ロ セ ス は，教 師か らの 受容

が ， 教授 の 内容 や 質等 の 児童 の外的な学業関連要因 を

規定 す る こ とで ， 学業成績 に影響す る こ とを示す もの

で あ る 。

　
一一

方，児童 の 側 か ら考え て み る と ， 教室場 面 に お い

て 教 師 か ら受容さ れ る こ と は，児童の 学級 へ の 適 応感

を高め ， ク ラ ス 活動 へ の モ ラ ール を促す こ と に つ なが

る も の と考 え られ る。浜名 ・松本 （1993 ） は，教 師が児

重 に 対 して 受容的 に 行動 し た ク ラ ス で は ， 児童は 教 師

や友入 と の 関係 をよ り良好 な もの と と ら え，学習 に 対

す る意欲 も高 められ て い る こ と を 示 して い る。本研究

で も， 教科学習 へ の 関心 ・意欲 に関 して教師評定だ け

で な く， 児 童自身 に よる評定 に お い て も，教師 か らの

受容が 教科学 習 へ の 関 心 ・意欲 を 導 い て い る可能性が

示唆さ れ た 。 こ の こ と は ， 教師か ら受容さ れ る こ と が ，

児童自ら主体 的，自律 的 な 学習意欲 や 学習行動 に つ な

が P う る こ と を 示 す ， 教育的 に も意 義あ る 知見を示 唆

す る も の と考 えられ る。

　学 業成績 に 対 し て は ， 行動 レ ベ ル は 学業 熟達的行動

か ら ， そし て結果 レ ベ ル で は教科学 習 へ の 関心 ・意欲

徽 師評 定 ）か ら，そ れ ぞれ有意な正 の パ ス が 認 め られ

た 。 学 習 に お い て努力 を重 視し ， 熟達的な行 動 を示す

児童 は ， 高い 学業成績 を修め て い る と考 え ら れ る 。 ま

た ， 教科学習 へ の 関心 ・意欲 → 学業成績の 強い パ ス は，

教科学 習 へ の 関心 ・意欲 が学業成績 の 最 も強 い 規定因

として働 い て い る こ と を示 す もの と い え る 。

　児童自身の 評定 に よる教科学習 へ の 関心 ・意欲指標

を用 い た とき も， 学業成績 に 対す る 社会的責任目標及

び学業熟達目標 の ，予測 された影響 プ ロ セ ス が 確認 さ
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れ た 。 た だ し ， 社会的 責任 目標 →教 科学習 へ の関心 ・

意欲（児童 評定 ）， 教師か ら の 受容 → 学業成績 とい う， 教

師評定 に よ る指標を用 い た際 に は見 ら れ な か っ た 2 っ

の 正 の パ ス も認め ら れ た 。 社会的責任 目標 → 教科 学習

へ の 関心 ・意欲 の パ ス は，児 童の も つ 社会的責任 目標

が ， 教室で の教科学習 に 関心 を もち
， 意欲的 に 取 り組

む こ と に 積極的な 影 響を与 え て い る こ と を示 す もの と

考 え ら れ る 。 教室 内 の 規範 に 適応的 で あ る社会的責任

目標 を もつ 児童 は ， 教室 で の 中心的 な課題 で あ り，教

師 か ら，ある い は 学級 の 規範 と し て ，積極的に取 り組

む こ とが 期待 さ れ て い る 教科学習 に 対 して も動機づ け

られ る よ うに な っ て い る可能性が あ る 。 しか レ
．．一

方 で ，

こ の パ ス は ， 本研究 で 示 さ れ た 要因以外に ，社会的責

任 目標 と教科学習へ の 関心 ・意欲 とを媒 介す る要因 が

あ る可能性 を示唆 し て い る も の と も考 え られ る。例 え

ぱ ， 社会的責任目標 をも つ 児童 が 友人 と の 関係 に お い

て 高 い ス キ ル を も つ た め に ，友人 と の学業面 で の 援助

や協力な どで 学業促 進的 な メ リッ トを も ち ， 教科学習

に 対 し て 意欲的 に な る と い う可能性 もあ りうる。 こ の

よ うな友人関係 の 要因 の 影 響 を考慮 し た プ ロ セ ス に 関

して も注 目し ， 今後 教師以 外 の 要因 を媒介 し た社会的

な 動機 づ け 過 程 に つ い て も検討 す る 必要 が あ る。また，

教師 か らの 受容 →学業成績 の パ ス は ， 教師の 児童に対

す る受容の程度 が ， 直接 学業成績 に 影響 し て い る こ と

を示す もの で あ る 。 あ る い は こ の パ ス は ， 逆 の影響 ，

すなわ ち学業成績 の 高 い 児童 を教 師が 受容 し て い る ，

と い う こ と を 示 す も の と の 解釈 も可能 で あ ろ う。 こ の

結 果 に 関 して ，本研 究で は 学 業成績 に つ い て 教師評定

に よ る 指標 を用 い た た め ，あ る程度 の 誤差 〔例 え ばハ ロ
ー

効 果 な ど ）を含 む 可能性 を否定 し き れ な い
。 今後 ， 学業

成 績 の 指標 として ， 学期毎 の 成績評価や テ ス トの得点

と い っ た ， よ り客観性の 高 い 指標 を用 い て 検討 を加 え

る こ と が 望 まれ る。

　本研究 で は ， 教 師 か らの 受容 に つ い て ， 教師に よ る

段階評定の み に限定 され て い る と い う問題 が あ り， 今

後 よ り多角的な 測定 に よ る検討が 必要で あ る 。 ま た ，

本研究 で は ， 目標 か ら学 業達成 に 至 る一連 の プ ロ セ ス

に つ い て，そ の 因果関係 を仮定 し ，
パ ス 解析 を行 っ た。

し か し こ れ ら の データ は，実際の そ の 後の 学業達成 の

指標 を用 い た もの で はな く． こ の 結果 の み で は 因果 的

な関連 を明言す る こ と は で きな い 。本研 究 の プ ロ セ ス

をよ り確か な もの に す る た め に は．そ の 後の 学業達成

指標な どの データ を加 え て ，さ らに 分析 を重ね る 必要

が あ る 。
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