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高校生 の英語学習 に お け る学習動機 と学習方略

堀　野 緑
1

市 川 伸 一 2

　　　　LEARNING 　MOTIVES 　AND 　STRATEGIES
IN　HIGH −SCHOOL 　STUDENTS ’ENGLISH 　LEARNING

Midori　HoRINo 　AND 　Shin’jchi堊cH ：KAwA

　　　This　st ・ dy ・xpl ・red 　 the　st ・u伽 ・es ・f　 lea・ni ・g　 m ・tive・ and ・t・at。gi。、
，

　 and

examined 　a　model 　positing　that　motives 　affected 　strategy 　selection ，　which 　in　tum
influenced　performance 　in　English　learning　of　hlgh−sch （）01 　students ．　 Six　scales 　fDτ
1earning　motives 　were 　enlplQyed ，　wh ｛ch 　had　been　made 　thmugh 　a　classification 　of

students
覃free　resporlses ・　Cerrelation　analysis 　revealed 　that　the　six　scales 　could 　be

divided　into　two 　groups ，　i．e ．，
“
cor ユtent−attached

”
and

“

content −detached”motives ．　 On
the　other 　hand 、　factor　anaiysis 　showed 　that　learning　strategies 　for　English　words 　were

classified 　 into　the　fol星owing 　 three ； organization ，　 imaglng
，
　 and 　repetition ．　The

content ・attached 　motives 　correlated 　slgnificantly 　with 　each 　of　the　strategies ，　but　the
content ・detached　motives 　did　no 亡、　 More 〔〕ver ，　only 　the　organization 　strategy 　had　a
significant 　effect 　on 　performance 　which 　was 　represen 亡ed 　by　three　scores 　in　an 　achieve −
ment

　test、　 That　was 　consistent 　with 　theorles　and 　experimenta 旦findings　in　cognitive
psychology ，　and 　supPorted 　the　effectiveness 　of　organization 　strategies 　irl　verbal 　learn．
…・g・ lt　was 　c ・ncl ・d・d　th・t… t・・ t・・ttach・d　m ・tives　w ・・e ・eed ・d　t。 ・ se ・・g。。i、ati 。n

strategies ，　and 　 tha亡 the　frarIlework　 of　so −called “intrinsiC　 motivation
”

should 　be
reexamined ．

　　　Key 　words ：Iearning　motives ，　learn｛ng 　strategy ，　English　learning，　intrinsic　motiva −
tion，　correla 巨on 　analysis ．

問題 ・ 目的

　児童 ・生徒の学業成績を大 きく規定す る要因 に ，学

習動機 と学習方略 があ る。本研究は，高校生の 英語学

習 に 関 して
， 従来の 「内発 的 ・外 発的動機づ けj と い

う概念を と ら えな お して ， 「2要 因モ デ ル 」と い う学 習

動機 の 枠組 み を用 い ，学習動機が 学 習方略 と ど の よ う

に 関連 し， ひ い て は成績 に 影響 を与 え る の か を探 ろ う

と す る もの で あ る。

　学習 の 動機づ け の 心理 学的研究 に お い て は ， 従来 ，

1
十文字学園 女子 大学 〔Jumonji　University）

2
東京大学 （University　of 　Tokyo ）

学習そ の もの を 自己 目的的 に 求 め るf内発的動機 づ け」

と， 外的に与え られ る報酬を目的 と した 「外発的動機

づ け」 と い う区分 が な さ
．
れ て き た

。 心 理 学の 多 くの事

典 や 教科書に よ る解説 で は ， 内発的に動機づ け られ た

状態 と は，「引き起 こ され る活動以外 の報酬に依存 し な

い 場合」 で あ り ，
い わ ば 「や りた い か ら や る と い う状

態 で あ る」 と い わ れ る （有斐 閣，教育 心理 学 小 事 典，199 ユ，p．

254）。 そ し て ，典 型的な内発的動機 づ けと は ， 知的好奇

心 や 向上 心 で あ り ， 報酬 に よ っ て 強化 さ れ る こ と に

よ っ て あ る行動様式を獲得す る こ と と対比 さ れ て い る

（平凡 社，新版心 理 学事典、1981，p．647− 548）。 しか し ， 児童 。

生徒が 「なぜ学習す る の か 」 と い う動機 は 極 め て 多様

で あ る こ とか ら ， 近 年 ， さ ま ざ まな概 念化 と分類が 提
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案 さ れ て い る。

　樋 口 （1985）は ， 学習 動機質問紙 を作成 し分析 し た結

果 ， 課題 を解決す る こ と 自体が 目的で ある 「課題 志

向」， 自分 が 能 力 を持 っ た人間 で あ る こ と を示す こ と が

目的で あ る「能力志 向」， 友人 の 承 認 を 求 め た り，否認

を避 ける こ とが 目的 で あ る「友人承 認志向」， 教師 ， 親

と い っ た 成 人 に 対 し承 認 を求 め た り，否 認を避け た り，

言 い つ け に 従 っ た りす る こ と が 目的で ある 「成人承認

志向」 の 4因子 を抽 出 して い る。速水 （1987）は，教師

や親か らの 承認を望む ， 強制や命令に従 う， 叱責を回

避す るため に 勉強 す る と い う「承認志向動機」， 自分 の

将来の幸福 の た め に 現実社 会 へ の 適応 の 手段 として 勉

強 する とい う「現実志向動機」， 好奇心や 向上 心に よ っ

て 勉強す る と い う 「理解志 向動機 」 の 3因 子 か ら学 習

動機を と らえ て い る 。 ま た ， 桜井 （1989 ） は ， 学習す る

こ とそれ 自体が 目標 とな っ て い る志 向性で あ る 「内的

動機」， ほ め ら れ た い か ら ， 叱 られ た くな い か ら学ぶ と

い う「外 的動機」，友達 に 勝 ち た い ， よ い 成績 を と りた

い の で 学ぶ と い う 「外生的動機」 の 3 因子 で 学習動機

を考 えて い る。 谷 島・新井 〔199S ） は ， 質問紙調査 の 結

果か ら ， 中学 生 の 理科 に 対 す る学習動機 と し て 「理 解

志向動機」， 「活動志 向動機」， 「現実志 向動 機」， 「利益

志 向動機」 の 4 っ の成分を見出 して い る 。

　 さ ら に ， 鹿毛 （1993） は ， 村井 ｛1987） の い う 「志 向学

習」を も と に ， 学習へ の こ だわ りか た を 3 つ の 側面 か

ら と らえよ う と し た 。1 つ は，「内容必然性」で ，「〜を

学び た くて 学ぶ 」と い う もの で あ る． こ れ は ， 従 来「内

発 的動機づ け」 と し て 呼ば れ て き た もの に 近 い
。 2 つ

目は ， 「状況必然性」 で
， 「状況 が 要求 す る の で 学 ぶ 」

と い う もの で あ る 。 定期試験 の た め に勉強 す る とか ，

親 に 言わ れ て 勉強 す る と い う も の で ，従来 「外発 的動

機づ け」 と呼ばれ て い た意欲 は こ の
一

部 で あ る とす る 。

最後は，「自己必然性」で あ る 。 こ れ は ， 「自分 に と っ

て 重要 だ か ら学ぶ 」と い うもの で あ る。

　 こ れ ら の 研究 は ， 「内発的動機づ け」と 「外発的動機

づ け」 とい う 2 つ の 分類 を踏ま え つ つ
， よ り精緻化 さ

れ た新たな枠組み を提供 しよう として い る。しか しな

が ら ， 研究者に よ る概念化が 先行 し て項 目作成が行わ

れ て い るもの が 多 く， 学 習者 の もつ 学 習動機 を と らえ

き っ て い な い と い う問題が あ る よう に 思 われ る 。
つ ま

り，研究者の 想定 して い な い 学習動機 は項 目 に 反映 さ

れ ず ， 当然 なが ら因子 と して も抽 出 され な い こ と に

な っ て し ま うの で あ る 。

　 こ うした中 で，市川 （1995，1996＞は 理論か ら トッ プダ

ウ ン 的に学習動機 を と ら え る の で は な く， 自由記述 に

よ っ て 広 く収集し た学習動機 を整理 し構 造化 す る と い

う ア プ ロ ーチ をすす め て い る 。 そ の 結果 は， 「2 要因 モ

デ ル 」 と して 提唱 され て い るが
， 本研 究 で は ，1993年

に作成 さ れ た そ の 第 1版 を使用 して い る 。 こ の モ デ ル

で は，学習 動機は 6種類 に 分類 さ れ ，さ ら に ，学習内

容 の 重 要性 と賞罰の 直接性 と い う 2要 因に よ っ て 構造

化 さ れ て い る （FIGURE ・D 。 す な わ ち ，   知的好 奇心や 向

上心の た め に 学習す る と い う「充実 志向」，   知力 を鍛

える た め に行 うと い う「訓練志向」，   仕事や生活に役

立 つ 知 識や技能 を得 た い か ら と い う「実用志 向」，  他

の 生徒や 先生 に っ られ て学習す る と い う 「関係志向 」，

  他 者 に ほ め られ る こ と を目的 と し た「賞賛志向」，  

成績に伴 う物質的報酬や学歴 ， 出世等 を期待 す る 「報

酬 志向」 の 6 つ で ある。

　構造化す る と きの 1 つ の 軸 は
， 「賞罰 の 直 接性」で あ

る。あ る意味で は，学習は す べ て何 らか の 「効用」 に

結び つ い て い る と もい え る。た と えば，充実志向 に よ っ

て 学習 した こ と が の ち に 実用的 に役立 つ こ ともあ る し，

関係志向は ，長期 的に 見 れ ば関係の 維持 に つ な が る か

もしれ な い 。しか し， それ らが報酬 として直接 的 に 随

伴 し て い る と意識 さ れ て 学習行動を と っ て い る わ けで

はな い 。一
方 ， 実 用志向や 報 酬志 向で は，何 ら か の 目

的を達成す る た め の 手段 とし て 学習 が とらえ られ て い

る。さ ら に ，分 類 の も う 1 つ の 要因 と し て ， 「学習 内容

の 重要性i をあげる。す なわ ち，学習 す る内容自体 を

大切な もの と考 えて い る か ， 内容に は関心が 薄 く価値

を見出 して い な い 動機 か とい う こ とで あ る。こ れ らの

2 つ の 要因の組合わ せ とし て ， 6 つ の 動機 を FIGURE　1

の よ うに 位置 づ け た の が 2 要因 モ デ ル で あ る 。

　従来 「内発 ・外 発」 が論 じ られ る とき，典型的 な内

発的動機づ け と し て 「充実志 向」 に属す る も の ， 典 型

的 な外発的動機づ け とし て 「報酬 志向 j に 属す るもの

が あげ られ て きた。 こ れ は 2 要因 モ デ ル か ら見れ ぼ，

学習内容の

重 要性

　

勧

大　

種

、

視

4
軽

充実志向 訓練志向　　　実用志向

学習 自体が 　　頭 を きた え　　仕事や生 活

お も し ろい 　　　る ため 　　　 に活か す

関係志向

他者 に

つ られ て

賞賛志向　 　 報酬志向

ほ め られ 　 　 報酬 を得る

たい か ら　　 手段 と して

小 （間接的〉← 一一一一一一一一一一→ 大 （直接的）

　　 　　 　 賞罰の 直接性

FIGuRE 　1 学 習動機 の 2 要因 モ デ ル
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左 上 か ら右下 へ の 斜め軸へ と 1次元化 さ れ て しま っ て

い た こ とに な る 。 2要因を組み合わ せ る こ と に よ っ て ，

内発
・
外発 だ け で は と ら え に くい 他の動機 を位置づ け

て い る点が こ の モ デ ル の特徴で あ る 。 た だ し，こ れ ら

の 動機の 分類や構造は概念的な もの で あ り，統計 的 な

相 関関係 として も裏 づ け られ て い る わ け で は な い 。 そ

れ を明 らか に しつ つ
， 学習方略と の 関連を探 る こ と が

本研究 の 目的 の 1 つ で あ る 。

　 と こ ろで ， 学習動機は ， 学習の能動性や主体性 に 関

わ る も の で あ ろ う が ，そ れ が 直接 的 に 学業成績に影響

す る と は考 え に くい
。

こ こ で注 目し た い 要因 は ， ど の

よ うな しか た で勉強す る か と い う 「学 習方略 」 で あ る。

帰属理論 に 即 した研 究 で は ，

一
般に ， 学習の成功や失

敗 を努力に帰属す る こ と が 推奨 され て きた。 しか し ，

努力至 土 主 義 と い わ れ る 日本 に お い て は ， 努力 は す で

に 十分強調 され て お り ， む し ろ具体的な学習 方略の 変

容 を促 す こ と の 必 要性が 指摘 さ れ て い る （Miyamoto ，

1981 ；奈 須，エ993）。 海外 で も， 自己制御学習（self・regulated

learning）に 関す る 実践的研究で は，学習方略 の 問題 が

盛ん に と りあげ ら れ て い る （た と え ば，Zimrnerman ＆

Marrtiez・P。 ns ，　1988；Zimrnerman ，　1989 ；Pintrich ＆ DeGro ・t，

lggo等 ）。

　 梶田 （1986）は ， 学 び方 に つ い て 個 々 人 が持 っ て い る

信念 を個人的学習理論 ， 教 え方 に つ い て の 信念を個人

的教授理論 ， 両者を合わ せ た もの を，個人 的教授学習

理論 （personal 　learning　and 　teaching 　theery ，　PLATT ） と

名づ け ，

一
連 の 研究 を行 っ て い る 。 さ らに，彼 らは ，

と りわ け ， 児童 ・生徒が と っ て い る学習方法 に着 目し

て 広範な調査 を行 っ て い る 。 自由記 述で 集め ら れ た学

習の し か た を整理 し て項 目に し．さら に 因子分析 を用

い て グ ル
ーピ ン グ した結 果 ， 「実行 性 （気 分 型 か 努 力 型

か ）」， 「計画性（計 画型 か 臨機 応変 型か ）」，「指向性 （マ イ ペ
ー

ス 型 か 他者ペ ース 型 か ）」，「自主性 （自力 本願 型 か 他力本 頗 型

か 〉」，「動作性 （活 動 型 か 思 考型 か ）」と い う 5 因子 の 組合

わ せ で 学習行動 パ タ ーン を と ら え て い る。

　 ま た，坂元 （1991）は，さ まざ まな教科 に つ い て ， 通

常 と っ て い る具体的な学習方法を 「学習技能」 と呼 び ，

質問紙 を作成 し て，学業成績 の 上位群 と下位群 との 比

較を 行 っ て い る。た と えば ， 算数の成績上位群 と下位

群 との 学習技能 の違 い を調べ た結果，「複雑 な計算 は計

算法則を使 っ て 簡単 に 解け な い か 考 え て 解 き ま す」，

「関係 あ る公 式 ・定理 を使 っ て解 くよ うに し て い ます」，

「関係 をつ か む た め に線分図や 図を書 い て 解 くよう に

し て い ます」 とい うような項目に お い て 上位群は 下位

群 よ り， 高い 評定値を示 し て い た。

　 こ うした学習方略の違 い に つ い て ， 学習者を支援す

る 立場 の 者が 把握 して お くこ と は 重要で あ る し ， 場合

に よ っ て は学習方略を直接指導す る必要 もあ る だ ろ う。

しか しなが ら，学習方略 は な か なか 変容 し に くい もの

で あ る こ と も指摘 さ れ て い る 。 こ れ に は ， 新 しい 方略

の有効 牲に気づ き に くい こ とや，方略 を変更す る こ と

の コ ス ト と い っ た 要因が 考え ら れ るが （市川，1993）， 学

習動機 とい う要因 も重要 と思 われ る 。
つ ま り， 何の た

め に学習 して い る の か と い う目的感 を抜 き に し て ，方

略を教 え て もそれ は学習者 に受容 さ れな い 可 能性が高

い 。つ ま り． 内容 へ の 興 味や必要性 を認 識し動機づ け

ら れ て学習 し て い るほ ど ， 深 い 処理 を要す るよ うな学

習 方略 を採用す る の で は な い か と推察 され る 。

　そ こ で ， 本研 究 の 目的 を整理す る 。 本研究で は ， ど

の よ うな学習動機が強 い か が ， ど の よ うな学習方略を

とるか に 影響を与え，そ の 学習方略が学業成績 に 影響

を及ぼ す と い うモ デル に 立 つ
。 高校生 の 英単語 学習を

事例 として ， 学習動機，学習 方略 の 成分 を明 ら か に し

なが ら ， そ れ ぞ れ の 関連 を検討 す る 。 英語学習 を とり

あげるの は，高校 生 に お い て理科系，文科系 を問わず ，

英語 と い う教科の 比 重 が 大 き く， 各生徒の 自我関与が

高い と思わ れ る こ と に よる 。 さ ら に単語学習 に 的を絞

る の は，ほ とん どの 英語学習者が 行 っ て い る 基礎的な

学習と考 えられ 〔守，1996）， その 学習方略の 多様性や有

効性に つ い て，認知 心理学 の記憶 ・学習研 究の 立場 か

ら検討 し や す い た め で あ る。

予 備 調 査

　 目的　高校生か ら英単語学習の学習方略を 自由記述

で 集め ，質問項 目を作成 ・実施 して ，因子分析 に よ り

項 目を整理 す る 。

　英単語学習方略の収集　神奈川県内の
一

高校 に 在籍

す る高校 3 年生160名 （女 子 82 名，男子 78 名 ） に
， 日頃 ど

の ように 英語学習 を し て い る の か ， で き る だけ た くさ

ん 自由記述で書 き出して も らっ た。 1人 平 均約15個 の

学 習方略 が 得られ た 。
こ の 中で ， 英語 学習

一
般 に関す

る あ い ま い な表現 a
．
朝，早 く起 き て勉強 す る 」、「試験 前 に は，

ス ケ ジ ュ
ール を立 て る」，「教科 書 の 全文 を訳 す よ うに して い る 」

な ど）は除 き， 英単語に関す る もの だ けを抽 出 した 。 こ

れ らを，英語教育を専攻 す る 大 学院 生 3 名 に よ っ て

KJ 法 に よ っ て 分類 す る よ う求め た 。 分類 で意 見が 合

わ な い と こ ろ は協議の 結果決定 し，分 類 を行 っ た 。 そ

の 後 ， 現職 の 英語教員 2 名に協力を求 め ， 項目 の 補充

や校正 を して もらい
， 最終的に 23項 目か ら成 る英単語

学習方略 リス トを作成 し た。
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　尺度項 目の作成　上記 とは異な る神奈川県内の
一

高

校 に 在籍す る高校 3年生 250名 （女子 132名，男子 128名）

に ， 英語の授業中 ． 英語 担 当教 員 の 立ち 会 い の下 ， 英

語学習方略 リ ス トに あげ られた方略 を どの くらい 使用

し て い る か を 「非常 に よ く使 用 し て い る」か ら 「全然

使用 し て い な い 」 ま で の 7件法で 回答 して もらっ た。

主成分解 を初期解 と しバ リマ ッ ク ス 回転す る因子 分析

を行 っ た 。 固有値の 変化 は ， 第 1固有値 と第 2固有低

第 3 固有値 と第 4 固有値 の 間で 大 き か っ たが ， 因子解

釈可能性か ら 3 因子解を選択 した 。

　 どの 因子 に も負荷量 が ．40 に 満た な い 項 目を省 い て ，

17項目 に よ り再度 ， 主成分解 ・バ リマ ッ ク ス 回転 に よ

り因子分析 した結果 を TABLE 　1 に 示す 。 第 1 因子 は ，

「1 っ の 単語の い ろ い ろ な形 を関連 さ せ て覚 え る 」，「同

意語 ，類 義語 ， 反意語 を ピ ッ ク ア ッ プ して ま とめ て 覚

え る」な どに 負荷 が 高 く，英単語 を体制化 し て記憶 し

よう と い う傾向で ある こ と か ら， 「体制 化方略」と命 名

し た 。第 2因子 は ，「単語 の ス ペ ル を頭の 中に印刷の 文

字印刷の 文字ご と浮か ぶ よ うに イ メ ージ す る 」，「単語

をな が めな が らア ル フ ァ ベ ッ トの 配列の 雰囲気 をつ か

TABLE 　1　 学習方略の因子分析 （主成分解 ・バ リ マ ッ ク ス

　　　　　回転後） の 負荷量

Fl　　F2　　F3　　ゐ
置

む」な ど に 負荷量 が 高 く ， 語の イ メ ージや ニ ュ ア ン ス

を つ か もうとす る傾向で あ る こ とか ら，「イ メ ージ化方

略」と命名 した
。 第 3 因子 は ，「手 と頭が 完璧 に覚 え る

まで 何度 も書 く」， 「英語か ら日本語，日本語 か ら英語

へ と何度 も書 き換 え る」な ど， くり返 しを重視す る 方

略 に 負荷量が高 い こ とか ら， 「反復方略」 と命名 した。

こ れ らの 因子 に 負荷 の 高 い 項 目を用 い て ， 項 目平均点

か らな る尺度得点 を算出 した場合 ， α 係数 は ， 「体制化

方略 」が ．83，「イ メ
ージ 化 方略」 が ．72，「反復方略」

が ．77で あ っ た 。
こ の よ うに ， 因子構造の 明確 さ と 信頼

性の 高さは十分 に 確認 され た と い え よ う。

出 囎 囀
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1単謡のスペルを菓の中に印刷の文字ごと浮かぶようにイメージする　　　　．05　　．鉚　
一．14　　．”
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一，08　．現　

一．as　．6T
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1Z何か亀の単語と関睫させて遡 でさるようにして覚える　　　　　　　　，2呂　　．54　　．12　　．39

15発音が轄か他の劉の言葉 〔日本語〕に似ていたら語呂合わせをする　　　
．．IO　　．51　　．19　　．se

：手と頭が完壁に覚えるまで何度ら書く　　　　　　　　　　　　　　　．oロ　
ーIs

正瑛 語栃 日本話，日本語から類 へ 麝 度確 き猷 る　 　 　 ．es　 on

ま3新しいわからない単語にラインをひいておく　　　　　　　　　　　 ．  　　」3

20発音しな坦ら単語を書く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．12　
．．？5

13わからない単語をチェ ックペンとシートを使っ て意味と単語をくウかえ　　．L3　−，隠

　 し覚える

．跚　 ．6T

．〒1　 ．M

．畄　 ．12

．E？　 ．4s

聞　 ．騒

二乗和 3．鳴　　　2．77　　2．4D　　9．19

寄与率 箆．11　16』四　　14」55　M．06

Fl：体劉牝庁略　FZ：イメ
ージ化方啗　F3：反復方略

本　調 　査

　目的　学習動機 と学習 方略 を質問紙 に よ っ て 調査 し，

それ ぞれ の構造 と関連 を ， 因子分析 と重 回 帰分 析 に

よ っ て モ デ ル 化す る。また，そ の 後に行わ れ た 中間テ

ス トの 成績 を基準変数 と して 用 い
， 重 回帰分析 に よ っ

て ， 学習 方略が ど の よ うに学業成績 に影響 して い るか

を分析 ・考察す る。

　被験者　予備調査 と は別の ， 神奈川県内に あ る
一

高

校 に在 籍す る高校生 3 年 生 321名 （女 子 180名，男 子 141

名）を対象 と し た 。

　質問紙　学習動 機測定項 目 と し て は，市川（1995，1996＞

の 2要 因 モ デル に基づ く測定尺度 （第 1版 ） の 36項 目を

用 い た。こ れは ， 前述 し た よ うに ， 充実志向 ， 訓練志

向， 実用志 向 ， 関係志 向 ， 賞賛志 向，報酬志向 の 6 尺

度 か ら成 り，それ ぞ れ の 尺度 は 6 項目の平均得点で 表

わ さ れ る （FIOURE 　1参 照 ）。それ ぞれ の 項 目 は，「非常 に

あ て はま る（7 点）」か ら「ま っ た くあて は まらな い （1点 ）」

まで の 7段 階 で 回答す る よ うに な っ て い る 。 英単語学

習方略の 測定 に は ， 予備調査 を通じ て 作成さ れ た 17項

目か ら成 る質問項 目を用 い た 。

　学業成績　中 間 テ ス トに お け る英語試験問題 の 成績

で ， 以下 の 3 つ の 問題の タ イ プ か ら構成さ れ る 。   授

業復習 基本 テ ス ト ：い ずれ も，教科書 に あ っ た 内容 に

関す る問題で ，   ア ク セ ン ト｛1点 × 5 問 ）
，   語彙 （2 点 x

5問 ），   文法 ， 熟語 〔2 点 x8 問 ），  英問英答 （2 点 x7

問 ）， （i班乍文 （2点 x3 問〉か ら成 る 。 （B）自由教材基本 テ ス

ト （夏休 み に 自由 に 学 習 す る よ うに 渡 され た テ キス トか ら の 出

題 〉：  語彙 （1 点 x5 勵 ，   前置詞補充 （1点 × 5 問）， 

応用問題 （1点 x8 問）か ら成る 。 （C）応用 長文 テ ス ト ： 

上述 した夏休み の テ キ ス トか ら応用問題 （1 点 x6 問 〕，

  初見の長文 を読ん で 内容 に 合わ せ て 文 を完成す る実

力 問題 （3点 x5 問 ）。以上 で 合計 100点 で あ っ た。た だ

し ， （c）の   は ，   に 比 べ て あ ま りeこ も分散が 小 さ い た
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め，今回 の 分析 上 は 4倍 して か ら  と合計 した。

　 手続　英語の 授業中 ， 英語担任教員の 立 ち会 い の 下

で ， 実験者 が 学 習動機 と学習方略 の 質問紙 を配布 し 回

答 を求 め た 。 回答結 果 は 英語の成績評価 と関係な い こ

と を生徒 に は教 示 した 。 約10日後に，英語担任教員 に

協力 し て も ら い ，学業成績の データ を収集 し た 。

　 結果

各測度の 内部構造

　学習 動機の 6尺 度に つ き ， α 係数 を算 出 し ， 相互 の

相関係 数を求め た結果，TABLE 　2 の よ うに な っ た。 こ

こ か ら 明 ら か な こ と は ， 充実志向 ， 訓練志 向，実用志

向が柑互 に 相関が 高 く，関係志 向 ， 賞賛志 向， 報酬志

向 も ま た 柑 互 に 相 関 が 高 い こ と で ある 。 ちな み に ，
こ

の 6 尺度 を因子分析し た結果 ， 同 じく TABLE 　2 に 示 す

よう に明瞭な 2因 子解が 得 られ た。 こ れ は ， 2 要因 モ

デ ル で い えば ， 学習内容を重視 し た 動機 と軽 視 した動

機 に 大 き くグル ーピ ン グ され る こ とを表 わ し て い る．

こ れ ら の 動機 づ け群を こ こ で は ， そ れ ぞ れ 「内容関与

的動機 content −attached 　motives 」 と 「内容 分離的動

eX　c   ntent −detached　motives 」 と呼ぶ こ と に す る。

　学習 方略 を予澗す る重回 雇分析 を行 う際に ， 6 つ の

尺度 を同時 に 説明変数 に す る こ と は ， 多重共線性 の 観

点か ら望 まし くな い た め ， 3 尺度ずつ の 合計点 を も っ

て ， それ ぞ れ 内容関与的動機 と 内容 分離的動機 の 得 点

と して 説明変数 に 用 い た 。 6 尺度 と こ れ らの 2 つ の 合

成得 点 との相関は，TABLE 　2 に 示 す とお りで あ る 。 こ

こ で ， 内容分離的動機が 高 い と い う こ と は，必 ず しも

「内容 に 関 心が低 い 」 と い うこ とで は な い こ とに 注意

された い
。 こ れ は，内容 と は 関連性 の 低 い 学習動機 欄

係志 向，賞賛志 向，報 酬志向 ） が 高い と い う こ とで あ り， 内

容 に 関 心が 高い か 低 い か は，内容関与的動機 （充実 志 向，

訓練 志 向，実用 志向） の 高低で 決ま る もの で ある。

　学習 方略項 目 に つ い て も主成分解 ・バ リマ ッ ク ス 回

TABLE　2　学習動機尺度 の 相関 関係 と因子分析 の 結果

　 　　　 　　 　　 　　 　 内容　内容　　因子分析結果

充実　訓糠　実用　関係　賞賛　報酬　関与　分離　 FI　 F2　　ht

充実 1．oo

訓陳　　．53　1．00

実用　 ．52　 ．58　1． 0

関係　　．17　　〔］2　　c唱　1．oo

賞賛　　．25　 、12　 ．3 　 ．64

報酬　　　＿e4　−　04　　．21　　、50

．oo

．60 ．oo

．80　 ．粥　　、SO　　11　　66

．85　 ．G圭　 ．SG　−C7　 ．74

．93　 ．2，1　　82　　17　 ．71

．11　　　．呂2　　　　03　　　　呂4　　　、7s

．26　　　r団 　　　．21　　　『87　　　．79

．08　　．桝 　　
一
　〇〇　　．器　　　．59

α 　　　　65　　　鴎　　　，64　　．65　　．77　　．昭　　　、7S　　．80

転 に よ り因子分析 し た と こ ろ，予備調査 と同様の 構造

で あ っ た た め ，「体制化 方略」， 「イ メ ージ化方略」， 「反

復方略」 と い う命名をそ の まま採 用 し， そ れ ぞ れ の 因

子 に負荷量 が 高か っ た 7項 目 ， 5 項目， 5 項 目の 加算

平均値を各尺度 の 得点 と し た。α 係数を求め た と こ ろ ，

それ ぞ れ ．86， ．7王
， ．76とか な り高い 値 を示 した。

　 さ らに ，中間テ ス トの 得点 で あ る が ， 授業復習 基本

テ ス ト ， 自由教材基本 テ ス ト， 応用長文 テ ス トの 各得

点の 問 に は，．67か ら．76と い う比較的高 い 相関が 見 ら

れ た 。
こ れ は ， 英語 の 学力が統計的に は 1 次元性の高

い もの で あ る こ とを示唆 し て い る。ただ し ， 学習方略

の 影響 を見 る と き の 結果 の 再現性を検討する意 味 もあ

る の で ， 従属 変数 として そ れ ぞ れ別 に 扱 う こ と に し た。

重回帰分析 に よ る各測度 の 関連の検討

　学習動機 ， 学習方針 ， 学業成績の 各測度の 関連 を重

回帰分 析に よっ て検討 し た結果 は，FIGURE　2 の パ ス 図

に ま と め られ て い る。 まず ， 上述の よ う に 学習動 機を

内容関与的動機 と内容分離的動機 に ま と め ， こ れ ら 2
つ の 尺 度 を説明変数と し

， 学習方略の 3 つ の 下位 尺度

を そ れ ぞ れ基準変数 とし た 重回帰分析を行 っ た 。 内容

関与 的動 機 は ， 体制 化 方 略 に ．32， イ メージ 化 方 略

に ，23， 反復方略に ．20とい う有意な標準偏回帰係 数 を

示 し た。 こ れ に対 して ，内容分離的動機 は ， ど の 方略

に 対 し て も有意な回帰係数 を示 さ な か っ た。重相 関係

数は ， 基準変数 が体制化方略の 場合 ．33， イ メ ージ化方

略の 場 合 24 ， 反復 方略 の 場合．22で あっ た 。

　
一

方， 学習 方略 の 学業成績に対す る影響 を見 る た め

に ， 3 つ の 学習 方略 の 下位尺度 を説明変数 と し ， 3種

の テ ス ト得点それぞれを基準変数 とす る重回帰分析 を

行 っ た。体制化 方略 は ， 授業復習基本テ ス トか ら自由

教材基本テ ス ト， 応用長文 テ ス トす べ て の成績 に 有意

な標準偏回帰係 数 を示 した 。 こ れ は， こ の 方略 の 有効

性を 示唆 して い る結果 と い え よ う 。
と こ ろが ， イ メー

ジ化方略 と反復方略は ， どの テ ス ト成績に も有意 な回

帰係数を示 さな か っ た 。 重相 関係数 は
． 基準変数が授

業復 習基本テ ス トの 得点の とき．30， 自由教材基本 テ ス

トの得点の と き．24， 応用 長文テ ス トの 得点 の と き ．32
で あ る。

考 　察

学習動機の構造 と 「内発 ・外 発」の 枠組み

　本研究 の 目的の 1 つ は ， 従来 「内発 的」 と 「外発的」

に 区分 さ れ て い た学習動機づ けを， 2要因 モ デ ル の観

点 か ら再考す る こ と で あ っ た c 冒頭 で も見た よ うに ，

「内発 ・外発」 を考 え る と き ， 賞罰を直接的 に 期待 して
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学習動機 学 習方略 学業成績

r ＝の っ い た数字は 相関係数．そ の 他の 数字 は標準偏回帰 係致 を表わす ．
P く ・06以上 の 有意 なパ ス を記載 （＊P く ．（城

＊＊ P く ．01，＊＊＊ P 〈 ．OD1）

FIGURE 　2 学習動機 ・学習方略 ・学業成績 の 因果 モ デル

学習行動 を と る の か ど う か と い う こ とが ， 通常 の 定義

で は極め て 重視され て い る。しか し ， 本研究で 相関分

析か ら示 され た の は ， 「賞罰の 直接性」の 要 因よ りも ，

「学 習 内容 の 重 要性 」の 要因 に よ っ て ，学習動機 は大 き

く区分 され るとい う こ とで あ っ た。個 々 の 動機 で 見 て

み る と ， た と え ば ， 「実用 志向」と 「報酬志 向」は ， ど

ち ら も学習 を手 段的 で 功利的 に と ら え て い る が ， 実用

志 向で は 仕事や 生活 に 活 か す た め に 学習 内容 が 必 然的

に 重 要 であ る と考え て い る の に 対 し ， 報酬志向で は学

習 と報酬 の 関係 は恣意 的 で あ り，内容 自体 に 価値 を見

出 して い な い
。 そ し て ， こ の両者 の相関 は r ＝ ．21と非

常 に 低 い 。また，「充 実志 向」 と 「関 係志 向」は，学習

に よ る報酬 を 直接的 に 期待 し て い な い 点 は 共通 で あ る

が
， 充実志 向が 学習 内容自体 に 興味 ・関心 を い だ き ，

そ の 修得 に 充 実感 を抱 い て い る の に 対 し，関係 志向 は，

他者へ の 同調 や親和的感情に ひ き こ ま れ て学ん で い る

の で あ っ て ， 学習 の 内容 そ の もの に は注意 を向 け て い

な い
。

こ の 両者 も r ＝ ．17と低 い 相関で あ る 。
こ う し て

見 る と，概念的 に も統計的な相関関係か ら も ， 賞罰の

直 接性 を重要視 して きた従来 の 枠組み は ， 必 ず し も適

切 な もの と は い えな い こ と に な る 。

　 こ の こ とは ， 2 要因 モ デ ル の 「賞罰 の 直接性」 と い

う軸 自体が意味の な い もの で あ る こ と を示 して い る の

で あ ろ うか 。確か に ， 6尺度間の相関関係 を全体的に

見 る と ， 学習内容の 重要性 に よ っ て 大 き く 2 つ に 区分

さ れ る 。 しか し ， 全 36項 目に対 し て ， プ ロ ク ラ ス テ ス

回転 に よ る 因 子分析 を行 う と，想定 し た 6 因子 が得 ら

れ る こ と を市川 （1995） は報告 して い る 。 また ， 今回 の

データ で も，全項目 をまず 2 因子解 に よ っ て 分類 し て

か ら ， そ れ ぞれ の因子 に高 く負荷す る項 目 を集 め て 2

次 囚子分析 を行 う と，想定 し た 3因子ずつ が お お む ね

得 ら れ る こ とが わ か っ た 。 す なわ ち ， 学習動機は
， 学

習 内容 の重要性 と い う要因に よ っ て まず大 き く区分 さ

れ ． さ らに それ ぞれ の 下位構造 と し て 3 種類 に 区分 さ

れ る と い う構造を持 っ て い る と考え られ る の で ある。

　 2 要 因 モ デル と そ の 質問項目は，本研究で の利用 の

後 もい くつ か の改訂が な さ れ て お り， まだ確 定 し た も

の で は な い 。ち な み に，本研究 で用 い た第 1版で は「賞

賛志向」と さ れ て い た もの が
， 市川 （1995，1996）で は 「自

尊志 向」と 改 め ら れ て い る 。 こ れ は ， 「ほ め て もらい た

い か ら」 と い う項 目 は む し ろ報酬志向を表わ す項目群

と の相関が 高 い の で そ ち らに移 し ， 自分自身の プ ラ イ

ドや 自尊心 に 関わ る項 目を残 して 尺度を構成 し た ほ う

が項 目間整合性が高 い こ とが示 唆さ れ た こ と に よ る と

い う。また，学歴 や 社会的地位に つ い て は，自尊心に

関わ る部分 と
， それ が 物質的 ・経済的報酬 に 結 び つ く

部分 と が ある の で ， そ れ ぞ れ 自尊志向 と報酬志 向の 項

目 とし て 別 に 設 ける よ う に な っ て い る 。さ ら に ，「賞罰

の直接性」と い う要因の 命名 は ， 市川 〔1996＞で は， 「学

習 の 功利性」 と変更 さ れ ，そ れ を重視す る か しな い か

と い う こ とで ， 「内容 の 重要性」の 要因 と の 形 式的な
一

致が は か ら れ て い る 。 た だ し ， こ うした修正 は あ る に

せ よ
， 原型 と な る 2 要 因 の 妥 当性 を統 計的 データ に

よ っ て 裏づ けた本研究の 意義 はあ る と思わ れ る 。

学習方略の 有効性

　学習動機 を学習内容 の 重要性 に 基 づ い て 「内容関与
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的動機」 と 「内容分離的動機 」に 分類 し た こ と は ， 尺

度 の 内的構造か らの み で は な く，学習方略 へ の 影響 と

い う点か ら も意義が あ ろ う。本研 究 で 示 唆 さ れ た こ と

は
， 内容関与的動機に あた る充実志向，訓練 志向 ， 実

用志 向が高 い こ と は，体制化 方略 ， イ メ ージ化 方略 ，

反復方略 の す べ て の方略の使用 を促す こ とで あ る。 そ

れ に対 して ， 内容分離的動機であ る，閲係志 向 ， 賞賛

志向，報酬志 向の 高低 は ， 方略 の使馬 と は ほ と ん ど 無

相関で あ る 。 我々 は当初 ， 内容分 離的動機 も， 反復方

略に対 し て は影響が あ る の で は な い か と予 想 し て い た 。

な ぜ な ら ば
， た と え学習内容に関連 の な い 動機で あれ ，

そ れ が十分高 け れ ば，比較的容易 に 実行で きる反復方

略 は と る で あ ろ う と考え た か ら で あ る 。 しか し実際に

は ， そ の 影響 も見 ら れ な か っ た。結局 の と こ ろ，内容

分離的動機が 高 くて も，そ れ は学習の 努力 に も 方略 の

工 夫 に も結び つ き に くい こ とが 示唆 され る 。

　さ ら に ，本研 究で は，学習方略の うち 「体制化方略」

だけが ， 学業成績 に対 し て有意な偏回帰係 数 を示 した 。

認知心理学の 記憶 ・学 習研 究 に お い て は，Craik　＆

Lockhart　 Cl972） に 始 ま る処理水準 ア プ ロ ーチ に よ り ，

単純な反復に よ る学習 は保持を高 め る の に効果的で な

い こ と が 強調 され て きた 。 ま た ， そ れ 以前 に も，記 憶

に お け る体制化や 符号化の重要性 を実験的 に 示 した研

究は多 い 。今回 の 結果 は ，
こ う し た研究の 知 見 を， 実

際 の 学習場面に お い て 統計的に裏づ けた もの とい え る 。

な お，「イ メ ージ化方略」が 有効 で な か っ た と い う結果

は
，
PaiviQ （1971）ら が 言語記憶 に お い てイメ

ー
ジ化 が

効果的で あ る こ と を 示 して きた事実 と
一一

見矛盾す る 。

し か し，TABLE 　l を見 る と わ か る よ う に ， 今回 の 調査

項 目に お け る イ メ ージ化 と は，Pajvio （1971〕らの い う

よ うな 現実 の 事物 に 対 す る 視覚的 イ メ ージ で は な く，

単語を構成す る文字イ メ ージ で あ っ た り， 語 呂あわ せ

に よる音声イ メージ で あ る点で ，著 し く異 な っ て い る 。

こ れ ら は
， もと も と生徒の 自由記述か ら得 られた もの

だが ， こ う し た 方略 もまた，学業成績 に は結び つ い て

い な い こ と が 明 らか に さ れ た。

　体制化方略の使用が 学業成績 に 寄与 して い る こ とが

示 され た と い っ て も，直接 的な因果関係 に よ る解釈を

直 ち に 下 す こ と の 危険 も指摘 し て お か な くて はな らな

い だ ろ う 。 本研究で 調べ た 学習 方略は ， あ くまで も英

単語 の 学習 に 関わ る もの だけ で あ る 。 こ れ が 英単語の

学習成績に 影響す る こ と は十分考 えられ る し，英単 語

力が基礎的学力 と して 重要 で あ る た め に ， 応用問題の

成績 に も影響す る こ と は あ り うる こ と で あ る。しか し，

英単語学習で か な り方略的 に 学習方法 を工 夫 して い る

生 徒が
， 英文法 ， 英文解釈 ， 英作文 な どの 学習で も同

様に 学習方法を工 夫 し，そ の 効果が今回の 結果と な っ

て 現 れ て い る と考え る こ と もで きる 。 実 際 ， 市川（1995 ）

は ， 方略志向 ， 意味理解志向 ， 学習 に お け る失敗 へ の

柔軟的態度．結果 よ り 思考過程を 重視 す る態度な どが

相互 に か な りの 相関 を持 つ こ と を示 し て い る。した

が っ て ，今回 の 結果 か ら ， 「体制化方略 を使用 して英単

語力を高め れ ば ， 英語 の 成績 が全体的 に向上す る」 と

い うよ うな短絡的 な解釈 を引 き出す の で は な く，学習

行動全体 を視野 に 入 れ て検討 して い く必要が ある 。

学習改善へ の はた らきか け

　 こ の たび の 研 究 か ら ， 生徒 の 学習改善 に 向け て ど の

よ う な は た らきか けが考 え られ る か を最後 に 考察 して

お きた い 。本研 究の 想定 し て い た モ デル に沿 っ て い え

ば ， 学業成績の 向上 の ため に は ， どの よ うな学 習方略

を採用す る か が重要 で あ り，そ の 学習方略 と は体 制化

方略 の よ うな ， 学習内容問 の 関連 づけ を は か る もの が

望 ま し い こ とに な る。 また ， そ う し た 能動的 で 工 夫 を

こ らした学習方略を と る た め に は ， 学習内容自体の 重

要性が認識され る ような動機づ け が 必 要で あ る こ とが

示唆 さ れ る。学習行動や 学習過程が
， 学習者の持 つ 学

習動機や 達成 目標 と ど の よ うに 関連 して い る か を調 べ

た 研究は それ ほ ど多 くはな い
。 た と えば，達成目標を

教示 に よ っ て変化させ た実験 的研究 で は ， fよい 評価を

得た い 」とい う遂行 目標 （performance 　goa1 ）を持 つ 子 ど

もよ りも， 「新 しい こ と を 学 び
， 能力を高め た い 」と い

う学習目標 （learning　goa ：｝を持 つ 子 ど もの 方が ，よ り

高度な学習 方略 を用 い た り （Diener ＆ 1）weck ，ユ978）， 深

い 記憶処理 をす る 〔Graham ＆ Goran 、19．　9］） と い う結果

が得 られ て い る。

　有効 な学習方略 と ， そ の 基礎 とな る学習動機が ど の

よ うな も の で あ るか は， 学習者自身や教師が 知 っ て お

く必要 の あ る 知見 で あ る と我々 は 考 えて い る 。
と こ ろ

が ， 動機づ け の移行 の 可 能性 とい う視点か らす る と，

内容関与的動機 こ そが望 ま しい 動機づ け で あ り， 生徒

に そ うした動機づ けを与 えるよ うな学習指導をす る べ

き で ある と は言 い 切れ な い
。 本研究の結果 は，や や も

する と 内容分 離的動機 は ． 適切な学習 方略 や学業成績

の 向上 に結び つ か な い と い う意味 で ， 望 まし くな い 動

機づ け で あ る と い うよ うに 受 け取 られ る か も し れ な い
。

しか し， 学習の 意義が 理解で きずそれ ま で 動機づ け ら

れ て い な か っ た 学習者 に 対 して ， 導入的な役割 を果 た

す可能性 は無視 で きな い
。 Ryan ，　Connell＆ Deci（1985＞

や速水 （1995）は，従来 の 動機づ け研 究 を概 観 し ， 「内発

的」「外発的」と い う観点 か ら固定的に分類で きな い こ
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とを主 張 して い る。そ し て，学習の 動機 づ け を 「外

的 」， 「取 り入 れ 」， 「同
一

化」， 「内発的」 と い うプ ロ セ

ス で 内面化 され て い くとい うモ デル を考 え て い る 。 学

習行 動 は，相互 に移行 し あ う複数 の 動機づ け に よ っ て

多重 に支 え られ て い る と見 る こ と が で き よ う。 本研究

で の 知見 を学習指導 に 生 かすため に は，そ うし た 力動

的視点 に 基 づ い た実践 研究 に よ る さ らな る検討 が 必要

で ある 。
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