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原　著 〔実践研究〕

情動 の モ ニ タ リン グ操作が 学習に 及 ぼ す影響

小 　堀 　友　子
】

上 　淵 寿
’

　本研究で は ， 情動の モ ニ タリ ン グ操作に よる学習へ の 影響 を明 らか に す る こ とを目的 とした。情動制

御過程 か ら 「情勤制御の ス ム ーズさ 」 と 「情勤制御 レ パ ー ト リー」の 2 つ の側面を と り あ げ ， 学習に集

中 で きな い 子 どもを対象 に 介入を行 っ た 。 その 結果 ， モ ニ タ リン グ操作を導入 す る こ とで ， 情動制御の

ス ム ーズ さ お よ び情動制御 レ パ ート リー数 に 変化 が 見 られた。また，操作導入後 の 方 が 喚起 さ れた情動

に伴 う学習行動の 予測や そ れ に対す る評価が正確に な っ た 。 最後に ， 残さ れ た課題 に っ い て考察を行 っ

た。

　 キ ー
ワ
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問 題

　最近 の 我が国の 学校教育で は ， 自分 で課題 を見 つ け ，

自ら学び 自ら考え る力 を 「生 き る力」と呼ぶ 。 そ の 「生

きる力」の 核 と なる豊 か な人間性 の 1 つ と し て ， 「自立

心」「自己抑制力」「責任感」が と りあげられ て い る 仲

央教育審 議会，1998）。 した が っ て ， 学校教育的な見地 か ら

み て ，学習者の 自己学習や 自己教育は必要で あ ろ う。

　従来 の 自己 学習 や 自己 教育 を 自己 制御学習 と呼 ぶ こ

とがあ る （．卜淵，1995）。 こ の 自己制御学習 は，教授・学習

に お い て は伝統 的な問題 の 1 つ ともされ て い る くNen −

niger ，1999）。 自己制御学習と は ， 学習 Ei標を達成す る た

め に ， 学習 プ ロ セ ス や学習行動を自分で制御す る学習

を指す。

　こ の 自己制御学習 をう ま く行う に は ， 学習に対す る

自分の 行動や 内的な もの を理解で き る あ る い は意識で

き る よ うな メ タ 認知 の
一

側面，い わ ゆ る，セ ル フ ・モ ニ

タ リン グが必要だ と
一

般 に され て い る （三 宮 圭997；辰 野，

1997）。し か し，自己制御学習 は 主 に学習 プ ロ セ ス の 制

御が中心で あり （Boekaerts，　 Pintrich ＆ Zeider，2000 ；

Pintrich＆ DeGroot，1990 ； Veenman ，　 Beerns，　 Gerrits＆

QpDeWeegh ，1999），学習 を始発 す る 時点 や 自己 効力，学

習方略 ， 目標以外の 子 どもの 内的側面 は ， ほ とん ど注

目さ れ て こ なか っ た。だが ， 現実 に は ， 学習に と りか

か ら な けれ ば な ら な い 事態に な っ て も ， な か な か学習

行動を は じ め ら れ な い 子 ど も もい る 。 ゆ え に ， 子 ど も

の 学習 へ の 関わ り方や 学習 に 臨む 姿勢を知る手が か り

として ， 学習 の 始発時 の 自己制御，特 に
， そ の 時点 で

の 子 どもが学習 に 向か う気持ちや情動 の 問題 を扱 う必

要が ある と思わ れ る
2

。

　 こ れ まで の 情動 と学習 に 関す る研 究は，児童 を対 象

に ， 情動 の 喚起 に よ る学習へ の 影響 に つ い て ， 多数 の

研究成果 を挙 げて い る 僚 須，1990 ；丹
・
羽，19SY ； Weiner ，

1985な ど）。 し か し ， こ れ ら の 研究の 焦点 は，あるイベ ン

トに 対す る 原 因帰属 に よ っ て 生じ る 情動 喚起 に と ど

ま っ て お り，

一一一
旦 生 じた情動 の 変容過程に着目し た研

究は ほ とん ど な い
。

　子 ど も の 学習 プ ロ セ ス で は，必ず し も最初 か ら 学習

を促す情動 が経験 され る わけで は ない だ ろ う。学習を

促すため に は経験 された情動 を持続 させ ず ， 変容 させ

る こ と が必要な場合 も あ る 。 例え ば ， 学習 に対し て経

験 し た 「イ ヤ だ 」 と い う情動をそ の ま ま持続さ せ ず，

「楽 しい 」と い う情動 に 変容 させ る必 要性 が あ ろ う。し

た が っ て ， 本論文で は ， あ る イ ベ ン トに対す る情動経

験後に そ の 情動をどの よ うに 変容さ せ る か ，す な わ ち

情 動制御過程 に つ い て 検討 す る。

　情動制御 の 概念 は情動発達研究 の 鍵概念 の 1 つ とし

て 位置 づ け られ ，情動 の 喚起 や 反応 を何 らか の 形 で 制

御す る 過程 を 指す語 と し て 用 い ら れ て い る （Dodge ，

1989 ； Thomps ぐ，n ，　lgg3）o

　 乳幼児 の 情動制御 に 関 す る 研究 は，ス トレ ス や脅威

場 面 に お ける情動経験 自体の制御が中心 で あ る （遠 藤

1995 ：Maszk ，　Eisenbcrg＆ Guthrie，　1999 ）。 そ れ に 対 し ， 児

1
　 東京 学 芸 大 学

2
　 学 習 プ ロ セ ス に は ，学習 す る た め の 絢 勤 レ パ ート リ

ーの 知

　識，動機 づ け として の情 動制御，問題解 決の た め の 知識 ， そ し

　て 行動 レ パ ー
トリーや 知 識か らの 影 響 を 受 け る 自己 効 力 な ど

　が 含 まれ，学習 方烙 に 関 す る知識 や使 用，また は 注恵 や 集中力

　 に 影響 を与 え る可能 性が ある。学習 プ ロ セ ス で は 要因 が 複雑 に

　交絡 して い る こ とか ら ， 本研究 で は特に ， 動機づ り と して の 情

　動 制御 を と りあ げ，学習行動 へ の 影 響 に つ い て 検討 す る 。
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童を対 象 に した研究 で は ， 情動経験 自体の制御研究 よ

りも仲 間や友人関係 に 関わ る情動表 出の制御研究が 主

流 で あ る （崔 ・新 A：，　1998 ；Saarni，1979　；　Underwood ，1997）。

しか し ， 学習へ の直接の効果 を考慮すれ ぼ，学習場面

に お け る情動制御は，情動表 出 の 制御 で は な く， 経験

さ れ た情動 の 制御の 方 が 重要で あ ろ う。 さ ら に ， 学習

と情動制御 の両側面を と りあげ た研究は学習障害児に

関す る研究 （Naglieri ＆ G 。ttling，1997な ど） を除 い て ほ と

ん ど見 ら れな い 。

　そ こ で 本研究 で は ， 児童 を対象に ， 学習の始発時に ，

遊び場面で喚起さ れ た情動 を学習 に 向か う よ うな情動

に制御す る制御過程を と りあげ る。

　 さ て ，情動制御 を行うに は，先 に 述 べ た 自己制御学

習 と同様に ， 情動 の モ ニ タ リン グが必要な こ とが し ば

しば指摘さ れ て い る （例 え ば Thompson ，1993）。つ ま り，

情動 に 関 す る モ ニ タ リ ン グ を行 うこ とで
， 自己 の 情動

を対象化 し，それ に より情動 に 変化が生 じ る と考え ら

れ る （水 va，　1994）。ゆ え に ， 喚起 した情動 を モ ニ タ リ ン

グす る こ とで ， 情動制御が 改善さ れ ， 学習行動が 促さ

れ る こ と を明 らか に する。

　な お
， 情動制御過程は複数 の 要素を含んだ過程で あ

る ため ， 主 に情動制御の ス ム ーズ さ と情動制御 レ パ ー

ト リー
の 2 つ の 側面か ら検討す る。本研究に お け る そ

れ ぞ れ の 定義は以 下 に 示す と お りで あ る。

情動制御の 定義　「遊 び場面 か ら学習場面 に移る とき，

遊 び場面 で 喚起 さ れ た情動 を 覚知 し ， そ れ を学習に 向

か う情動へ と調整 し ， そ の後の学習が起動し始め る ま

で の 過程」とす る。つ ま り，情動制御 に は，「遊 び場面

で 喚起 され た情動 を覚知 す る」モ ニ タ リン グ過程 と 「学

習に 向か う情動へ と調整 し ， そ の後の 学習が起動 し始

め る」調整過程 の 2 つ の プ ロ セ ス が あ る。

情動制御の ス ムーズ さ　 「学習 し よ う と い う正 の 情 動

の 喚起 が 起 きるまで の 速 さ」 の こ とで ある。本研究 で

は ， 学習行動を始め る た め の情動制御を対象とす る 。

こ の場合 ， 学習に対す る正 の情動が 速 く喚起す る こ と

が学習行動を よ り速 く始動 させ る条件 に な る と考え ら

れ るの で ，
こ の 側 面 をと りあげた。

情動制 御 レ パ ー
トリ

ー
　「遊び場 面 で 経験 した情動 を

学習 に 向 け て ど の よ うな 情動 へ と変容 さ せ る か の パ

タ ーン」を指す 。 学習に 向か う正 の情動へ と変化 させ

る レ パ ート リーが多 い ほ ど，遊びで 経験 し た ど の 情動

状態 に あ っ て も，学習 に 向 か う正 の 情動 に ア ク セ ス し

やす くなるため，学習場面 へ の 適応 を促進する と考 え

られ る。

　 した が っ て
，

こ の 2 つ の 側面か ら情動制御過程を捉

え る と ， 遊び場面 で 経験 さ れ た 情動 を よ り速 く学習 に

向か う正 の 情動へ と変え る制御パ ター
ン が 望 ま し い だ

ろ う。

　 さら に ， 覚知 した情動に伴 う学習行動 をモ ニ タ リ ン

グす る こ と で ， 情動と学習行動 を 対応づ けて 捉え る こ

とが 可能 に なるた め，学習場 面 で の情動 を抑制 した り

促進し た り し て 学習行動 を変化 させ る こ とが で きる と

考 え る 。 例え ば ， 学習場面で の 「イ ヤ だ 」と い う情動

と 「勉強を し な い 」と い う学習行動が対応し て い る こ

と を認知す る こ とで ，「イヤ だ 」と い う情 動 を「楽 しい 」

とい う情動 に 変化 させ
， 学習行動 を促進 す る こ とが で

きる。

　以 上 の考察 か ら ， 3 つ の仮説を 立 て た 。 第 1 に ，情

動 を モ ニ タ リ ン グす る こ と で ， 自己 の 情動 へ の 覚知 が

高ま り，情動制御 が 速 くな る。第 2 に，情動 をモ ニ タ

リン グ す る こ と で ， 自己 の 情動の覚知が 高ま り， 意識

さ れ る情動経験数が増 える 。 そ れ を調整す る た め に，

学習 に 向け て の 正 の 情動 へ と制御す る レ パ ート リ
ーが

増 える。 第 3 に ，情動 とともに ， 喚起 された情動 に伴

う学習行動 をモ ニ タ リン グす る こ とで ， 学習態度が変

容 し ， 学習行動を促進す る 。
こ れ ら の仮説を検証す る 。

　 と こ ろ で ， 本研究で は 日常生活の 中で の情動制御 と

い う微妙 で 複雑だ と 思われ る 内的変化 を客観的 に 測定

す るため ， 情動制 御の ス ム ーズさを多面 的に 捉 え ， 各

指標を総合的に考察す る 。 これ に よ っ て ， 情動制御の

改善 を測定し う る も の と考え る 。

方 法

実験計画

　 シ ン グル ケ ー
ス 実験法 （ABA デザイ の に 基 づ い て行

う。モ ニ タ リ ン グ 操作 を独立変数 ， 情動 制御 の ス ム ー

ズ さお よび情動制 御 レ パ ー
トリ

ー
を従属 変数 とした。

被験者

　小学校 6 年生 （初 回時 ；11 歳 9 カ 月） の女児 A 。

被験者の 選択　 A は後述 の ス ムーズ さ尺 度で 測定 した

学習 に 向けて の 情動制御 の 速さ お よび情動 の モ ニ タ リ

ン グ に関す る 測定値が と もに 中程度 で あ り， 情動制御

の 速 さ や モ ニ タ リン グに 大 き な問題が あ る わ け で は な

か っ た 。 しか し ， 母親か ら 「勉強 に 集中で き な い 」 と

い う訴え が あ っ た た め ， A へ の 介入を試 みる余地 は あ

る と判断した 。ま た，筆者は A が 小学校 2 年生 の 頃 か

ら家庭教師 と し て 関わ っ て きて い るため ，
ラ ポール は

十分形成 され て い る と思われ る。

生育歴 　家族 は 7 人家族 で あ り，父，母 ，長女 ， 次女 ，

三 女 A
， そ して ， 父方の祖父母 と同居 し て い る 。 ま た ，
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A に 既往歴 は な い 。母親 に よ る と ， A は学校か ら帰 る

時間 が 誰 よ り も早 く， 帰宅後は 1 人 で い る こ とが 多 い 。

その た め，1人で い る と き は マ ン ガを描 くこ とが ほ とん

どで
， 学習 に 関 して は集中で き な い とい う こ とで あ っ た。

研究期間

　X 年 9 月〜Y 年 1月 に か け て実施し た 。 な お ， 週 1

回 の 関わ りを原則 と し ， 計 16セ ッ シ ョ ン 行 っ た 。

材料

情動制御へ の 介入 の 効果の測定指標

情動制御の ス ム
ーズ さ　  ス ムーズ さ尺度 DSM ．−IV

（American 　Psychiatric　Ass〔）ciation ，19．・9．・4） の 注意欠陥 ・多

動性 障害 の 項 目 を 参考に ， 独 自 に 作成 した
3
。ス ム

ーズ

さ尺度 は全 工0項 目 （TABLE 　l） か ら な り ， 回答形式 は各

項目に対 して ， 「ぜ ん ぜ ん そ うで な い 」〜「とて もそう」

の 5段階評定で 回答す る 。 また
， 情動制御 が 最 も ス ム ー

ズ で あ る状態 と は ， 何 も障害がな く，また回 り道 をす る

こ と な く， 情動 の 制御 が 滑 ら か に 行 わ れ る こ と を指す。

  ス ム ーズ さ行動指標 4 学習 に 向か う よ うな情動 を

測定す る た め ， 「学習道具 の 用意の 有無」「学習開始ま

で の 時間」の 2 つ の指標 を用 い た。な お ，道具 の 用 意

の 有無は○ × で判断し ， 時間の 測定 は分単位 で 行 っ た 。

情動制御 レ パ ー
トリ

ー　遊び場面で 経験 された情動 が ，

好 き な学習 （あ る い は嫌い な学習）場面 で どの情動に変化

す る か を 回答さ せ る もの で あ る。まず，場面想定法を

用 い て
， 学校 や 家庭で 遊 ん で い る と き に 経験 さ れ る情

動や ， 好 きな学習あ る い は 嫌 い な 学習 を す る と き に 経

TABLE 　l　 ス ム ーズ さ 尺度の質問内容

質問内容

　 　 　 あなたは気嬉ちが変わOやすい ほうですか ：t

敏感性
　 　 　 あなたは興味や関心のあるもの ごとに注意が向いてしまうほうですか？

　 　 　 あなたは好きなことをしてい るとき，1まかのことを後回しにするほうですか 1

　 　 　 あなたは勉強に取りかかるのに時ldiがかかるほうでt　b・？
固雛
　　　 あなたはいつまでもものごとをくよくよ考えるほうですかP
　 　 　 あなたはひヒつ のものごとによくこだわるほうですか 〜

　　 ＊あなたはものごとをよく考えてから蛎かに取リかか るほうですか 〜

　 　 　 あなたはよく人の じthまをしたり，あぶ ない 二とをしたPしますか 1
衝動性
　　　 あなたは移動教室やはじめての場所に行くと，落ち着かないほうですか？

　 　 ＊あなたはじっ とがまんで きるほうですか？

＊ ：反転項 目

ヨ　 学習 障害児 の 行動 特徴 に は，気 が 散 りや す く集 中力 に欠 け る

　こ とや 情緒 面 が 不 安定 で 衝 動的 で あ る こ とな ど が 挙 げ ら れ て

　い るが （松島
・
夏野 1996）， 健 常 児に お い て も気 が 散 りや す く

　集中力 が 欠 け る よ うな 場 合が あ る と考 え られ る。こ の 尺度 を，

　小学校 5 ・6 年生 】95名 を対象 に 回答 さ せ，因子 分 析 を行 っ た 結

　果，1囚子 性 が 高か っ た。上 記の 項 目の 信頼 性 係数 は や や 低

　か っ た （α
＝．59）。 しか し， 上記 の 項 目が 学習 障害 児の 行 動測定

　に 使用 され て お り，それ が健 常 児 に も当て は ま る と思わ れ る こ

　 とか ら，内容 的妥当性 は 高い と言 え る 。

験 さ れ る情動を ， 具体的に 記述 さ せた。次 に，遊び場

面 で 経験 し た各情動が ，好 きな学習の 場面 （あ る い は嫌

い な学習 の 場面 ）で 経験 した ど の 情動 へ と変
．
化す る か を，

遊び場面 と好 き な学習 の 場面 （ある い は 嫌い な学習 の 場面 ）

の 情動語 ど う し を線で 結ばせ る こ とで ，表現 させ た 。

例 えば，遊び場面 で は 1 つ の情動を経験 し ， それ と学

習場面 で 経験 さ れ た 3 つ の 情動 の 問 に 線が ひ か れた場

合 ， 遊び場面か ら学習場面 へ の 移行時の情動の変化パ

タ
ー

ン，す な わ ち情動制御 レ パ ー
トリ

ー
は 3 つ あ る こ

と に な る 。 な お
一

例 と し て ， 遊 び場而 か ら 好 き な 学習

場面 に移行す るときの 質問形式 を F 匸GLIRE　1 に 示す 。

ま た ， 情動制御 レ パ ー
トリ

ーは 4 つ に 分類 した 。以
’
ド，

遊 び の 正 情動か ら学習の 正 情動 へ の 変化 パ ター
ン を

「正正 レ パ ー
トリ

ー」， 遊びの 正 情動か ら学習 の 負情動

へ の 変化 パ タ ーン を「正 負 レ パ ー トリー」， 遊 びの 負情

勤か ら学習の 正情動 へ の 変化 パ タ
ー

ン を 1負正 レ パ ー

ト リー」，遊び の 負情動か ら学習の 負情動 へ の 変化パ

タ
ー

ン を 「負負 レ パ ー ト リー」 と呼ぶ。

情動 の モ ニ タ リ ン グ 　メ タ ・
エ モーシ ョ ン ・イン タ

ビュ
ー Gottrnan，　Katz ＆ IIooven （19．　9．　7）の メ タ ・エ

モ ーシ ョ ン ・イ ン タ ビ ュ
ーの 内容 を参考 に 作成 した 。

質問 は 14項目 （例 ；好 きな気持 ち で い る の は ど ん な所で わ か

る 〜好 きな 気持 ち で い る と ど ん なふ うに な る ？） か ら な る 。

Gottman らが使用 した27の コ
ー一

ドをも と に （1 項 目に 対

し，複 数の コ
ードを用 い る ）， 27点満点 で コ

ーデ ィ ン グ し た。

モ ニ タ リン グ操作の 指標

情動の 覚知 （覚 知 指標）　 非機能的思考記録票 （Beck，

4　 情 動 は表情反応 や 行動，認知 を伴 うと さ れ る こ とか ら，行 勤

　 に よ る測 定 は ti∫能 だ と考 え られ る。また，情動 を随時尋 ね る こ

　 とは困難 で あ り，モ ニ タ リン グ操作 を導入 す る 以 前 で の情 動へ

　 の モ ニ タ リ ン グを避iけ る た め，意
．
識 経験 を 問 うの で は な く，情

　 動制 御の ス ムーズ さ を行 動 に よ っ て測 定 し た e っ ま り，学習道

　 具 の 用意 が行 わ れ た り，学習 が速 く始め られ るな ら ば，学習 に

　向か う情動が よ り速 く喚起 され た と考 え ら れ るc 本研 究で 定義

　 した情 動制御 に は モ ニ タ リ ン グ過程 と調整過 程の 2 つ の プ ロ

　 セ ス が ある。モ ニ タ リン グ操 作の 導入 前後で ス 2．・一ズ さ行動指

　 標 を比 較 した場 合，モ ニ タ リ ン グが fコ．わ れ，か つ 学 習道 具の 用

　 意が 行 わ れ た り，学習開始ま で の 時閊が速 くなる な らば，情動

　制御が ス ム ーズ に 行 わ れ た と將え る だ ろ う。

　　
一

方，学 習 す るた め の 行in　V パ ー
トリ ーの 知識 や そ の ア ク セ

　 ス ビ リテ ィ が 学習行動 に 影響を 及 ぼ さ な い わ け で は ない 。しか

　 し ， 1学 習道 具の 用意 の 有無」お よび 「学 習開始 よで の 時 間」の

　 2 つ の 指標 は小 学校高学年 に と っ て 比較 的 単純 な 行 動 で あ る

　 た め に ，行動 レ パ ート リ
ー

と して あ る 程 度定着 して い る と 考 え

　 られ る。その た め，行動 レ パ ー
トリ

ー
や 知識の 増加 に よ る影響

　 よ り も，主 に学習 に 対 する動 機づ けの 高 ま り （情 動喚起 ）カミ学

　 習行 動 に影 響 を及 ぼ し て い る と解釈 で き る。し たが っ て ，動機

　 づ け と し て の 情動 制御 に あ た る指 標 と し て，行 動 指標 を用 い る

　 こ とは可能 で あ る と判 断 した。
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　 　 あ そ　 　 　 　 　 　 べ ん きょう　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 かんが　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 じ ぷ ん　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 き　 も

匳］遊び か ら勉 強 に う つ る と き の 自分 の 気持 ち に つ い て 考 え て み ま し ょ う。
　 tt’t ’：う　 　 　 　 　 　 　 　 　 あぎ　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 き　 も　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 り Stん 　 　 ナ　 　 　 　 iよう か 　 　 べん きょう　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 き　 も

1 ．学校 や お うち で 遊 ん で い る と き，ど ん な 気持 ち に　 　 2 ．自分の 好 きな 教科 の 勉 強 を す る と き，ど ん な 気持
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 な り ます か ：
」
れ い の よ うに 思 い つ くだ け か い て くだ 　 　 ち に な り ま す か ？れ い の よ う に 思 い つ くだ け か い て

　 さい 。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 くだ さ い 。

　 あ モ

◆遊 び

どん な と き

　 　 9 　 も

どん な 気持ち

　
　
　
　
　
　
　
　

 

 

 

 

 

 

 

 

〔
〔
〔
〔
〔
〔
〔
〔

〕
〕
〕
〕
〕
〕
〕
〕

レ

レ

レ

レ

レ

レ

レ

レ

ー
〕
ー
ー
〕
ー
ー
ー

　 べん きよ う　　　　　　　 ぎ L うか

◆勉 強 ：好きな教科 ［

　 　 　 　 　 どん な とき

　
　
こ
　
　
　
こ
　

 

 

 

 

 

 

 

 

レ

　

レ

　

レ

　

レ

　

レ

　
レ

　

レ

　

レ

］

〔
〔
〔
〔
〔
〔
〔
〔

〕
〕
〕
〕
〕
ユ
〕
〕

　 　 さ　 も
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　 　 　 　 　 　 こ た 　　　　 さ　も　　　　　　　　　　 ぎ　　　　　　　 あモ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 き　 Vt　　　　　 T　　　　
ぺん I ； う

3．囘の 1 と 2で 答 え た 気持 ち に つ い て聞 き ま す。遊 ん で い る と き の あ な た の 気持 ち は，好 き な勉 強 し てい る と き
　 　 　 　 　 　 　 ぎ　 も　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 き　 も　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　て ん 　 　 て ん

　の あ な た の どの 気持ち へ とか わ っ て い き ます か ？その 気持ち ど うし を圄の 1 と 2 に あ る点 と点 をむ すん で くだ

　 さ い 。
　 　 　 　 　 　 お モ　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 き　 も　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　ぜん きよう　 　 む 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 き　 も　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 あ そ

　 　た と えば，「遊 ん で い る と きの 気持 ち が   の と き，勉 強 に 向 か う と き の気 持 ち は  へ と か わ っ て い く1や ［遊
　 　 　 　 　 　 　 ＃　 も　　　　　　　　　　　　　　　　べん ttよう　　 む　　　　　　　　　　 き　 も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 こ k

　ん で い る と きの 気持 ち が  の と き は ，勉 強 に 向か う と きの 気持 ち は  と  へ とか わ っ て い く」と答 えた い と き

　 はつ ぎの ように点 と点 をむ すび ます。

FIGURE 　1　 情動制御 レ パ ー
トリ

ー
の 質 問内容 の

一
部

Rush，　Shaw ＆ Emery ，1979 ；坂野 ，1996 ） を参考 に作成 し

た 。 非機能的思考記録票 は ， うつ 病患者な どの 感情や

考 え の 変化 を促す 有効 な 道具 で あ り ， 自己観察記録 と

して使用 され て い る 。

　本研究 で は，学習前 と学 習後で そ れ ぞ れ測定 し た指

標が 若干異 な る。

　学習前に おける情動 の 覚知　「学習前の 情 動 の 覚知

と そ の情動 の 原因」， 「経験 した情動 の 強度」，「学 習行

動予測後の情動の覚知」の 3 つ の指標を用 い た。

　学習後に おける情動の 覚知 　「学習後の情動の 覚知

と そ の 情動 の 原因」， 「経験し た情動 の 強度」 の 2 つ の

指標 を用 い た 。

　 「学習前の 情 動 の覚知」，「学習行動予測後の情動の覚

知」， 「学習後の情動の覚知」は 自由記述 式で ， 「経験し

た情動 の強度」 は 「とて も弱 い （O％）」〜「とて も強 い

（100％ ）」 の パ ーセ ン トで 回答を求め た。

学習行動の予測 と評価 〔学習行動指漂）　 覚知指標 と 同様

に ，非機能的思考記録票 を参考 に 作成 し ， 学習前 と学

習後で そ れ ぞ れ 測定 した 指標 が若干異 な る。

　学習前の 学習行動の 予測 と評価　「情動 に伴 う学習

行動の 予測」「予測 した 学習行動 に 対す る評価」の 2 つ

の 指標 を用 い た。

　学習後の 学習行動 の 評価　「予 測 した学 習行動 の 出

現率」「実際 の 学習行動」 の 2 つ の 指標 を用 い た。

　 「情動に伴 う学習行動の予測」， 「実際 の 学習行動」は

自由に記述さ せ ， 「予測 した 学習行動 に対す る評価」は
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予測し た 学習行動の 正 し さ を 「全然正 し くな い （0％）」

〜「と て も正 し い （100％）」， 学習行動 の 出現率 は 「全然

そ うで な か っ た （O％）」〜 「と て も そ うだ っ た （leD％）」

の パ ーセ ン トで 回答 させ た 。

　以 上 の うち ， 覚知指標，学習行動指標の 提示順序で ，

セ ル フ モ ニ タ リ ン グ記録用紙 を作成 した
。

セ ル フ モ ニ

タ リ ン グ記録用紙は，学習前に行 うプ レ モ ニ タリ ン グ

用紙 と 学習後 に 行 うポ ス トモ ニ タ リ ン グ用紙が あ る 。

また ， ポ ス トモ ニ タ リン グ 用紙 に は次 回 の 目標 に 関す

る 1項 目がある 。

モ ニ タ リン グの 日常化　生活記録　日常生活で も自分

の 気持ち や行動をモ ニ タ リ ン グ さ せ る た め に ， 感情 H

誌 を参考 に 作成 した。記録 内容は， 1 日の 流れ の 円グ

ラ フ表現 ， お よび心 の 日記 と題 したそ の 日の で き ご と

で あ っ た。

手続 き

　筆者 は家庭教師 の 立場 で 被験者 A と 関わ り ， 算数の

学習 を 主 に教 え た。全体 的 な 手続 き は シ ン グル ケ
ー

ス

実験計画法に基づ い て い る 。

第 1期　ベ ース ライン の測定　モ ニ タ リ ン グ操作導入

前 に
， 普段 の 学習行動 や情動制御 の 状 態 を 測定し た 。

  子 どもが実際 どの ような行動 を と っ て い るか を観察

し ， 記録した 。   子 ども自身が学習道具 の 用意 をす る

か ， また 学習を開始す る ま で の時間を計 っ た （ス ム ーズ

さ 行動 指標〉。   ス ム ーズ さ 尺度や 情動制御 レ パ ー
ト

リーに 関す る質 問紙 に 回答さ せ ，メ タ・エ モ
ー

シ ョ ン ・

イ ン タ ビ ュ
ーに よ る 面接を行 っ た。

第II期　操作導入　 モ ニ タ リン グ操作導入中の学習行

動 や 情動 に 関 し て 測定 し た 。   子 ど もが ど の よ う な行

動を とっ て い る か を観察 し， 記録 した。  子 ども自身

が学習道具 を 用 意 す る か ， ま た 学習 を開始 す る まで の

時間を計 っ た （ス ム ーズ さ行動 指欄 。   学習開始前に ， プ

レ モ ニ タ リン グ用紙 へ の 回答を求め た （学習 前 の 覚知 指

標 お よ び学 習 行 動 指標 ）。  学習終了時 に
，
ボ ス トモ ニ タ リ

ン グ用紙 へ の 回答 を求 め た （学習後 の 覚知 指標お よ び学 習

行 動指標）。   毎日， 生活記録 へ 記入 をす るように 求めた。

第III期　べ 一ス ラ イン の再導入　 モ ニ タ リ ン グ操作除

去後 の 学習行動や情動制御の 状態を測定 した 。   子 ど

もが実際 どの ような行動 を と っ て い る か を観察し，記

録 し た 。   子 ども自身が学習道 具を用意す る か ， また

学習を開始す る まで の 時 間を計 っ た （ス ム
ー

ズ さ 行動 指

標 ）。   ス ム ーズ さ 尺度や情動制御 レ パ ー ト り一の 質問

紙 に 回答さ せ た 。

　操作導入期 で は，モ ニ タ リ ン グ の 記録や 生 活記録が

A に と っ て 慣れ な い こ とで あ る た め，そ の 取 り組 み に

対 して 口頭 で 「誉め る」強化を与え た 。 また ， イ ン フ ォ
ー

マ ル に ，毎回 A の 日常の 生活 や 学習 の様子 に関す る情

報 をA の 不在時 に 母親 に 尋ね た 。

結 果

エ ピ ソー
ド

　介入経過 は大 き く 3 つ の 時期 に 分 け られ る 。 3期 を

通 じ た学習場 面 に お け る A の 様 子 の エ ピ ソ
ード を以下

に 示す 。 な お ，
エ ピ ソードの巾で ， 生活記録お よび学

習後に 記述 した 次回 の 目標 （TABLE　2） を随時示す。以

下 ， 各セ ッ シ ョ ン を S1 〜 S16 と略 記す る。

ベ ース ライ ン 期／普段 の 学習行動 （s1〜s4 ；x 年 9 月〜x

年 ユ0 月）

S1 　 自発 的 に 「これ をや る」「こ こ や っ た ん だ よ」と

学習 した い 所 な どを見 せ て くれた 。 初回 の A の 態度か

ら ， 本人が 学習 した い こ とが 伝 わ っ た 。

S2 　 問題の解き方が わ か らず ， ま ず何を求 め る の か

な どの 指導 を した 。母親 の 訴え の よ うに ，A は わ か ら

な い 問題 に な る と集中 し な くな る こ と が 多 い 。 そ れ に

伴 い
， 6年生 の初期頃 か ら鉛筆で 遊 んだ り， 下 を向 く

態度が 生 じ て い た 。 今回 も そ の様子 が 見 ら れ た。

S3 　 S2 と 同様の 態度が 生 じ ， 周囲 へ の 注意を学習

に 向 ける こ と が 難 し く，筆者が 声 をか け る こ と が 多

か っ た 。

　 な お ， S3 の学習終了時に ， ス ム ーズ さ尺度お よ び

情動制御 レ パ ート リー
の 質問紙 に 回答を求め た 。

S4 　 「宿題 が ある」とA か ら発言 が あ り，学習 開始時

間が今まで の 中 で最 も速 か っ た。A は間違 い に もよ く

気 づ き ， 訂 正 し な が ら答え を 導 き 出 し た 、、特 に注意 を

逸 らす こ と は な か っ た 。 さ らに ， 学習中笑顔が 見 られ

た の で ，「勉強楽 しい ？」 と聞 くと，「楽 し くな い 」 と

い う反応だ っ た 。
こ うした会話か ら ， 学習に 対 す る気

持ち と し て は負の気持ち が強い と感 じ られ た 。

　 な お， S4 の 学習終了時 に ， メ タ ・エ モ
ー

シ ョ ン ・

イ ン タ ビ ュ
ー

を行 っ た。

操作導入期 1モ ニ タ リン グ操作導入 による学習行動 （s5

〜S13 ；X 年 10 月〜X 年 12 月）

S5 　学習開始前に ， 今日か ら学習前 と学習後 に モ ニ

タ リ ン グ記録坿紙 の 記入 と毎日生活記録を つ け る こ と

の 2点 に つ い て 説 明 をした。早速 ，プ レ モ ニ タ リン グ

眉紙 へ の 回答 を求め，学習 を始 め た。

　学習 に 対 す る気持 ち を聞 く と， 「好 き じ ゃ な い か ら」

と い う反応だ っ た 。 そ の後は問題 を解く こ と に集中し

て い た が ， 長 く続か ず ， 徐々 に 問題 を解 くペ ー
ス が 遅

くな っ た 。 S5 で は，学習 か ら離 れ た い と い う学習 に
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対 す る負 の 気持 ち が現れ て い た よ うだ 。

S6 　 A は解けない 問題 に な る とペ ー
ス が遅 くな 鬼

周囲に気 を 取 られ 始 め た。問題 は 最後 まで 解 き 終 え た

が ， か な りの 時間 を要 した。プ レ モ ニ タ リン グ用紙 に

は 「勉強 して い な い の で ガ ン バ ル 」と記述 し て い た 。

し か し，
A の 学習行動 は他に 注意が 向 く こ と が 頻 繁

だ っ た 。

S7 　 学習前 に 楽 しい 会話が弾ん だ 。
　 A の学習行動 は

少 し脱線す る こ とがあ っ たが ， 自分か らす ぐに問題 に

取 り組んだ 。 学習前の会話の 影響か，A は笑顔が 絶 え

ず， 楽し そ うだ っ た 。 また ， ポス トモ ニ タ リン グ用紙

か ら，A は学習 か ら脱線 した こ とに 気 づ い て い る こ と

が わ か っ た。さ ら に ， 「次 回 は そ の よ う な こ とが な い よ

うに」 とい う反省 もあっ た 。 S6 と比 べ る と，周 囲 に

気を取 ら れ ず，学習 して い た。

S8 　 A は 「だ ら だ らす る か も…」 と言 っ て い た が ，

学習内容 が習 い 始 めた ばか りの課題だ っ た た め，次々

と問題 を解 い て い た 。 さ ら に 生 活記録 の 様 子 を見 る と
，

自主学習 の 時間が 少しず つ 増 えて い た。その ため ， 学

習 をす る態度が 徐 々 に 定着 し始 めた よう に 思 わ れ る 。

Sg 　 A は と て も興奮し て お り， そ の 様子 はプ レ モ ニ

タ リン グ用紙か ら も窺え る 。 A は未習内容 の 学習 を好

む傾向が あ る。そ の た め，集中力 も持続 で き学習行動

も よ か っ た。また ， 答 えを導 き出した後 ， と て もうれ

しそ うな表情をして い た 。 ポ ス トモ ニ タ リ ン グ用紙 に

自分 で 自分 を誉め る よ う な記述が あ り，予習 が で き た

こ とへ の満足感が伝わ っ た。

S10　文章題 を中心 に，表 の 作成 や 比例式 を求め る学

習を した
。

1 問目は復習を兼ね ， 解説 し な が ら一緒に

解い て い っ た 。 そ の後， 1人 で 文章題を解 くと き，何

を ど う し て い い の か わ か ら な くな り， 必ず表 を作成す

る よ うに 指示 した。表 の 作成 はす ぐに で きたが ， 数量

関係 を求 める こ とに は時間を要 した 。

Sll　 A は わ か らな い 問題が 連続 し て も問題を と ば し

て ， そ の状態か ら す ぐに抜け出せ る よ うに な っ た。S
2 ・S3 ・S5 で は そ の ま ま や る気をな くし，他 の こ

と に 注意 が 向 き ， 解 くペ ース が遅 くな る こ とが多か っ

た。A は 自己教 示 の よう に して ， 「や る気 をも っ て や

る1！」と 頻繁 に 言 う よ うに な り ， に こ に こ し て い る こ と

が多 くな っ た 。

S12 特 に 解け な い 問題 も な く，進む ペ ー
ス も速 く，

テ ン ポ よ く学習 を し て い た 。また
， 「復習 と予習の両方

をや りた い 」とい う発言が あ っ た。そ の 理 由を ， 「少し

心配 だ か ら復習 を し て ，授業 で 手 を挙 げ られ る よ うに

予習をす る」 と プ レ モ ニ タ リ ン グ用紙に記述 して い た 。

さ らに ， 難易度が高い 問題 を解 くと き，下を向い て諦

め る 態度 が 見ら れ た が ， ポ ス トモ ニ タ リ ン グ用紙 の 記

述 か ら そ の こ と に気づ い て い る こ とが わ か っ た。

S13　「が ん ば る ぞ 一！ll と言 っ て
，
　 A はや る気十分 で

あ っ た。「わ か らな い と こ ろ が あ っ た ら少 しだ ら け る け

ど， が んばっ て や る 1 と Sl2 の 反省を活か そ う と した。

最後まで 注意を逸 ら さず，普段以．一ヒの 問題 数 が あ る 3

教科分 の テ ス トをや り遂 げた こ と か ら， 1回 の学習の

内容量 も増 え て きた と言 え る 。 解 けな い 問題 へ の 対応

に 大 き な変化 は な い が ， そ の 態度 に本人 が 気づ い た り，

反省 し よ うと す る姿勢が 見 られ る よ うに な っ た。また ，

下を向 くよ う な態度が 生じ て も，周囲 に 注意 を向 け る

こ と は な く， 集中力 も高ま っ て き た 。

まとめ　 S7 あた りか ら ， 学習 へ の取 り組み が速 くで

き ， 行動面 で 安定し て き た よ う に 思わ れ る。しか し
， 実

際 の 学習行動 で 集 中 して 勉強 をして い な い の に対し， ポ

ス トモ ニ タリン グ用紙 に ある 「実際 の学習行動」へ の 記

述 に は 「が ん ばっ た」と高 い 評価を示 す こ とが あっ た。

　 ま た ， プ レ モ ニ タ リ ン グ用紙 に 記述 した S7 〜 S10
の 「学習前 の 情動 の 覚知」 か ら，正情動 と言え る 気持

ち を喚起 して い る こ とが示 さ れ て い る 。 さ らに ， S10

の 「学習行動予測後の情動」に は S9 の 反省を活か す

言葉 が 書 か れ て い た 。 や り残し た 問題 が あ る と，「自分

の力で や る」 とい う発言が あ っ た 。 こ の ように 自分 の

学習態度を振 り返 っ た り，自 ら学習 しよう と い う気持

ち に な っ た こ と か ら ，
A の掌習態度に変化が起き た と

言え る だ ろ う 。 以前 よ り も周囲に注意が 向かず，集中

力 も高 ま っ た よ う に 感 じ られ た 。

　な お ， 生活記録 に は ，
こ れ まで は友達 と遊 んだ こ と

が 中心 に 書 か れ て い たが ， 「算数 の テ ス トが 全然 で き な

か っ た 。
マ ズ イ 1！」の よ うに ， 学校で の 学習 やそれ に 対

す る気持ち を書 くこ と が 多くな っ た ．

べ 一
ス ラ イ ン の 再導入期／操作除去 に よ る学習 行動

（S14 〜S16 ；X 年 ユ2 月〜Y 年 1 月）

Sl4　学習前 に ，
モ ニ タ リン グ記録 用紙 と生活記録 の

記 入 を
一

時中断 す る こ と を説明 し た 。 A は そ れ ら の 記

入 に対 し ， と て も真剣に楽し く取 り組ん で い たため ，

何か 物足 りな い 様子 で あ っ た。

　 S14 の A の 学習行動 は
， わ か ら な い 問題 の と き で も，

途 中で 投 げ出 した りうつ む い た りす る こ と は な く， 真

剣 に 問題 を解 く姿 が 見 られ ， 集中力が 窺え た 。 ま た，

答えが わ か っ た と き は とて も うれ し そ う な 表情を した 。

S15　わ か ら な い 問題の と き に うつ む く こ とが あ っ た

が ，
セ ッ シ ョ ン 初期 に 比 べ ，そ の 同数 は 減 っ た。声 を

出し な が ら問題 を解 い て い た が，最後 の 方 は集中力 に
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欠け， 周囲に注意が向い た り， 関係な い 話を始め て ，

学習 か ら離れ る様子が 見 られた。

S16　 1 教科 3  分 の テ ス トを 「4教科全部 をや る 」 と

い うA の 気持 ちを優先 さ せ た 。 し か し テ ス ト内容が難

し く ， 「わ か ん な い 」の 連発 だ っ た 。ま た未習内容も含

まれ て い た た め ，
A に や る気 が な くな っ て い く様子 が

窺えた 。わ か る問題が続 くと，
ペ ース も上 が り表情 も

明 る くな っ た が，全体的 に 時間が か か っ た。

　な お ， 学習終了後 に，操作導入前に行 っ た ス ム ーズ

さ 尺度お よ び情動制御 レ パ ー
トリ

ー
の 質問紙 に 回答を

求め，セ ッ シ ョ ン を終了 し た 。

情動制御へ の 介入の 効果に関する指標 の 結果

　 モ ニ タ リ ン グ操作 の 導入前お よ び導入後 に 行っ た ス

ム ーズ さ 尺度お よび情動制 御 レ パ ー
トリ

ーの 結果 を

FIGuRE　2 に 示す。

情動制御 の ス ムーズ さ　ス ムーズ さ 尺 度 は ， 「ぜ ん ぜ ん

あ て はまらな い 」を 5点，「とて も あ て は ま る」を 1点

の よ う に得点化 し た。得点 が 高 い ほ ど情動制御が ス

ム ーズ に な る 。 な お
， 反転項 目は 逆 に 得点化 した 。 ま

た他者評価 と し て，A の母親 と筆者が A の ス ム
ーズ さ

尺度を評定し
，

そ の 結果 を FIGURE　2 に 示 し た。

　 A 自身が評定 した ス ム ーズ さ尺度得点 は ， 操作導入

前よ りも操作導入後 の 得点が 3点高 くな っ た 。一方，

他者 が評定 した ス ム ーズ さ 尺度得点で は ， 筆者の 評定

は操作導入後 に 3点高 くな り， 母親の評定は操作導入

前 と差が な か っ た 、

　 ス ム ーズ さ行動指標 として 用 い た 「学習道員 の 準備

の 有無」と「学習開始 まで の 時間」の 測定結果 を TABLE

2 に 示す。

gogo7n605e403020100

操作 導入前

47昌

7

3834

操作導入 後

FIGURE 　2　 ス ム
ーズ さ 尺度 と情動制御 レ パ ート リー

　　　　 の 結果

情動制御レ パ ー
トリ

ー　情動制御 レ パ ート リ
ー

の 記述

結果よ り ， まず情動 の 経験数 は15語 か ら30語に増加し

た 。 場面別に み る と ， 遊 び場面 の 情動経験数に は変化

が な く（操作導 入前後 と も 7語）， 学習場面 で は，操作導入

前 よ り操作導入後の 方が 8語か ら23語 に な り15語増加

した 。

　 っ ぎ に ， 情動制御 レ パ ー
トリ

ーと して み る と ， 正正

レ パ ート リーと正負 レ パ ートリ
ー

で．操作導入前 よ り

も操 作 導 入 後 の レ パ ート リー数 が 増 加 した 順 に，

＋ 69，．166 ；Flc；tJRE　2）。それ に 対 し ， 負正 レ パ ー一ト リー

と負負レ パ ー｝・リーは操作導入前よ り も操作導入後 の

レ パ ート リー数が減少 し た （順 に，−8，− 6 ；FIGURE　2）。

情動の モ ニ タ リン グ　メ タ ・エ モ ーシ ョ ン ・イ ン タ

ビ ュ
ーに よ る情動 の 覚知得点 を Gottman ら （1997） の

コ ードを も と に集計した 。 そ の 結 果 ，
A の 情動 の 覚知

得点は 27点満点中18点だ っ た 。

モ ニ タ リン グ操作の 指標 の 結果

情動の 覚知　学習前 と学習後 に お け る情動の覚知 と し

て覚知指標 を用 い
， 各 モ ニ タ リン グ用紙 に 記述を求め

た 。 「学習前の情動の覚知 と そ の情動 の 原因」， 「学習行

動予測後 の 情動 の 覚知」お よ び 「学習後の情動 の 覚知

と そ の情動 の 原因」 の 結果 を TAP，LE 　2，学習前と学習

後の 「経験 した情動 の 強度一1の 結 果 を FIGURE　3 に 示す 。

　 まず，「学習前の情動 の 覚知 」は，ほ ぼ 毎回 「が んば

る ぞ」 と表現 され て い て ， 変化が あ っ た と は言えな い
。

しか し， 「その 情動 の 原 因」で は，「学習が あ ま り好 き

で は な い 」か ら 「手 を少 しで も挙 げ ら れ る よ うに 予習

す る 」の よ う に変化 した 。
つ ま り， 「がんば る ［とい う

学習前 に 覚知さ れ た情動 に は違 い が あ り， 経験 した情

動の 強度 に も変化が見 られた。

　 つ ぎ に ， 学習行動予測後 の 情動 の変化 は，「学習 前の

情動 の覚知 1 か ら 「情動 に伴 う学習行動 の 予測」 お よ

び 「予測 した学習行動に対す る評価］へ の モ ニ タ リン

グを経 て ，どの ように 情 動 が変化し た か を測定 し て い

る もの で ある 。 S5 ・S6 ・S7 ・S11 ・S12 ・S13

で は 「学習前の情動の覚知」と 「学習行動予測後 の 情

動 の 覚知」 に ほ と ん ど変化 は な く， S8 ・S9 ・S10

で は 「学習前の情動 の 覚知」 と 1学習行動 予測後の情

動 の覚矢剛 間 に 多少違 い が見 られた。

学習行動の 予測 と評価　学習行動の 予測 と 評価 に 関し

て ， 学習前 と学習後に そ れ ぞれ の 学習行動指標 を用 い

た 。「情動 に 伴 う学習行動 の 予測」お よ び 「実際の 学習

行動」の 記述結果 を TABLE 　2， 「予測し た 学習行動に対

す る評価 」 お よび 「予測 した学習行動 の 出現率」 の 結

果 を FIGURE 　3 に 示す。
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FIGIIRE　3　経験 し た情動 の 強度お よび予測 した学習

　　　　 行動 に 対す る評定 と 出現率の 変化

　「情動に伴う学習行動 の 予 測」は ， 全 セ ッ シ ョ ン に お

い て情動 に 対応 し た学習行動 を予測 し て い た 。 また
，

「予測 した学習行動に対す る評価」 も正確で あ っ た 。

　な お ， プ レ モ ニ タ リン グ用紙 と ポ ス トモ ニ タ リ ン グ

用紙へ の記録に は記入漏れがな く， 記入 の 際 に と て も

真剣 に 取 り組ん で い た 。

考 察

　本研究は 3 つ の 仮 説を 用 い
， 調査 を行 っ た。まず，

そ れ ぞ れ の仮説に つ い て調査 お よ び記述 の結果に より

吟味 する。なお ，メ タ
・

エ モ
ーシ ョ ン

・イ ン タ ビ ュ
ー

の 結果 ， 情動 の モ ニ タ リ ン グ は や や 高 め で あ っ た 。 し

か し， 勉強 に 集中 で きな い と い う母親 の 訴 えや 第 2

セ ッ シ ョ ン の エ ピ ソードの よ う に ， 学習 に 集中 で きな

い 態度 が 見 られ て い る こ と を考慮 し ，
モ ニ タ リ ン グ操

作に よ る介入 の 余地はあ る と判断 した。また ，セ ル フ

モ ニ タ リ ン グ記録用紙に記述 さ せ る手続 きに お い て 記

入漏れ な どな か っ た こ とか ら， A は セ ル フ ・モ ニ タリ

ン グを正 し く行 っ た と考 え られ る 。

情動制御の速 さに関する仮説の 吟味

　情動 をモ ニ タ リン グす る こ とで ，自己 の 情動 へ の 覚

知 が 高ま り， 情動制御 が 速 くな る と い う仮説を立 て た。

ス ムーズ さ尺度の結果は ，
モ ニ タ リン グ操作導入前 よ

りも操作導入後 の ス ム
ーズ さ 尺度得点が A お よ び筆者

の 評定 に お い て 3 点高 くな っ た 。 こ の 結果 か ら ， セ ル

フ ・モ ニ タ リ ン グを さ せ る こ とが情動制御 に 影響 を与

え ， 情動制御が よ り速 くな る こ とが 示唆 さ れ た 。一
方，

母親の 評定で は ス ム ーズ さ 尺度得点 に差が見 ら れ な

か っ た が ，A の評定 と母親 の評定が 操作導入後 の ス

ム ーズ さ 尺度得点 で
一

致 し て い る 。 上 記 の 2 つ の 評 定

は ，
モ ニ タ リン グ操作導入後 の もの で ある。 した が っ

て ， A は自己 の 情動制御 の ス ムーズ さ を客観的 に 捉え，

セ ル フ
・モ ニ タ リ ン グを正確に行 え る ように な っ た と

考え られ る。

　また ，
ス ム ーズ さ行動指標 と し て ， 「学習道具 の 用意

の 有無」
5
と 「学習開始 まで の 時間 1を測定 し た。「学習

開始ま で の時間」の測定結果は ，
セ ッ シ ョ ン 前半 で は

，

1〜 2分 で学習 を始め た り， ］0〜15分 か か っ て 学習 を

始め た りと
，

セ ッ シ ョ ン に よ っ て か な り異 な っ て い た Q

しか し， 後半で は毎回 2〜 3分 ほどで 始 め る こ とが で

き，ほ ぼ時間通 り に学習を開始 す る こ とが で きた。一

方，1学 習道具 の 用意の 有無」で は ，
セ ッ シ ョ ン 前半で

学習道具 を準備 する行動 が 3〜 4 回 ほ ど堤、ら れ た が ，

後半で は 学習道具 を準備す る こ と は 全 くな か っ た。

　以上 の結果よ り ， 学習道具 は後半に な る ほど準備 さ

れず，この 指標だ け で は学習に向か う情動制御が行わ

れ た か は 不明確 で あ る。だ が，後半 に な る に 連れ て ，

ほ ぼ時間通 りに学習を姶 められ るよ うに な っ た こ とか

ら，仮説は 部分 的に支持 さ れ た と言 え る だ ろ う。学習

道具 が 準備さ れ な か っ た 原因 と し て は ， 宿題以外の学

習が まだ確立 して い な い こ とや学習道具 の 準備 を徹底

で き な か っ た こ と が考え られ る。

　 さ らに ， TABLE　2や FIGuRE　3で 示 された情動 の 覚

知の 覚知指標を み る と，「学習前の 情動の 覚知」に お い

て ，
セ ッ シ ョ ン 前半 で は学習 に 対 する正 情動 だ けで な

く負情動 も覚知 して い た。しか し ， 後半 に なる に連 れ

て ， 負陦動 の 覚知 よ り も正情動 を覚知 す る よ う に な り，

「経験 し た情動の 強度」も ， と も に高ま っ て い っ た 。 ま

た ，情動 の 覚知や 情動 の 原因，情動に 伴 う学習行動 を

予測 さ せ る とい うモ ニ タ リ ン グ 操作 の 導入 に よ り，ほ

ぼ毎回学習に向か う正 の情動へ と変化が あ り， 学習意

欲 が 高 ま っ た と考 え ら れ る 。

　 こ の よ うに ，ス ム ーズ さ 尺度 の 結果 や エ ピ ソードな

どか ら ， 情動制御過程 をモ ニ タ リン グする こ とで 情動

の 覚知が高ま り ， 情動制御は よ り速 くな る と 考えられ

る 。 ゆ え に ， 全体 と し て A の情動制御 は よ り速 くな り ，

負の 情動よ りも正 の 情動 を促進す る，情動制御が行わ

れた と考え られ よう。

情動制御 レパ ー トリーに 関す る仮説 の 吟味

　第 2 に ， 情動 を モ ニ タ リ ン グ す る こ とで ， 自己 の情

動 の 覚知 が高 まり，意識的な情動経験数 が 増 え る 。 そ

れ を調整す る た め に ，学習 に 向け て の 正 の 情動へ と制

御す る レ パ ート リーが 増える こ と を仮説 と した。情動

5　 本 研 究 で定義 した情動 制御 に は モ ニ タ リ ン グ過 程 と調 整過

　程 が あ り，ス ム
ー

ズ さ 行動 指 標 は 調 整 過 程 の 結 果 と考 え ら れ

　 る。モ r一タ リン グ操作 の 導入 前 後 で 比較 す る と ，A は セ ル フ ・

　モ ニ タ 1丿ン グ を正 確 に 行 え る よ う にな っ た こ とか ら，学習道具

　 の 準備 の 有無 は 情動制御 の 指標 と し て 有効 で あ る と言 髪．る。
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制御 レ パ ート ワー
の 記述 の 結果 よ り，情動 の 経験数 お

よ び正 正 レ パ ート リー，正 負 レ パ ート り 一に お い て操

作導入前よ りも操作導入後 で増加 した 。 こ の 2 つ の レ

パ ー
トリ

ー
の 増加 は ， 遊 びの 正 情動か ら学習 に 向 けて

の 正情動 お よ び負情動へ と制御するパ タ
ー

ン が増え た

こ と を意味 し て い る。こ れは仮説 を
…

部支持す る結果

で あ る と思 われ る 。

　 本来 は学習の 正情動 へ と変化す る パ タ
ー

ン の み の 増

加 が望 まれ る が，学習 の 負陦動へ の 変化 パ ターン も増

加 し た 。 これ は，モ ニ タリ ン グ操作に よ り情動の覚知

数が 増加 し た こ と と関連 が あ る だ ろ う。 情動制御 レ

パ ート リーの 記述 で は ， 学習 の 直後 で 記述 を 求 め，か

つ 好 きな教科 と嫌 い な教科に 分 け て 経験 され る情動を

記述す る よ う に 求めた。こ の 手続 き に よ っ て ， A は「嫌

い な こ と」 に 注 冖して し ま い
， 負の情動を経験 しやす

い 教示 を行 っ て しまっ た の で は な い か。そ の た め に 負

の情動 の 経験数 が 増加 し，学習 の 負 1青動 へ と 変化 す る

パ ター
ン も と もに 増加 した と考 えられ る 。 したが っ て ，

学習 の 負情動 へ と変化す る パ ターン の増加が今後の 制

御 に 影響 し得 る か どうか は検討 を要する。

　なお ， 操作導入後の 「負正 レ パ ー
トリ

ー
」 と 「負負

レ パ ー 1・リ
ー

」 の 数は 0 に な っ た。 こ れ は ， 操．作導入

後 の 遊び場面 で 負情動 を経験 し な か っ た こ と を表 し て

い る。遊 び場面 で好き な遊び と嫌 い な遊び に 教示 を分

け ず ， 負の情動を経験 さ せ る よ うな 教示 が なか っ た た

め，A は 「嫌 い な こ と 」 に 意識 を向けなか っ た と思わ

れ る。したが っ て ， 負の情動を経験 しや す い 教示 が 行

わ れ な か っ た こ とが ， A が遊び の 負情動 を経験 しに く

か っ た原因で は な い か。また，学習前 と学習後 に ， 自

己 の 情動 を モ ニ タ リン グ さ せ て い る た め に ， 学習場面

に 関わ る情動 の経験 に操作導入前よ り も気づ くよ うに

な り， 学習場面で の 意識 さ れ る情動経験の 数が特 に 増

加 し た と考え られ る 。 情動制御 に はモ ニ タ リン グが必

要 で ある （Thompson ，1993）と言われ て い る こ とか ら，

どん な情動 が 経験 さ れ て い る か に つ い て 自分 で気づ く

こ とが経験さ れ た情動を制御 し て い く上 で 鍵 に なる と

考 え られ る。

学習行動に 関す る仮説の 吟味

　第 3に，喚起 された情動 に伴う学習行動をモ ニ タ リ

ン グす る こ と で ，学習態度 に 変容 を もた ら し ， 学習行

動 を促進 さ せ る こ とが で き る と い う仮説をた て た 。各

セ ッ シ ョ ン の エ ピ ソードで は，S2 ・S3 で 周囲 に 注

意 が 向い て し ま う よ うな 態度 が 見 ら れ た
。

し か し S
7 ・S8 で は 学習中 に 笑顔 が見 られ ， 集中して学習す

る態度が 生 じ て い る よ うに ，セ ッ シ ョ ン を重ね る ご と

に 学習態度 が 変化 し て き た
。

　 学習行動 の 予測 と評価 を測定す る た め の 学習行
．
動指

標 と して ， 「情動 に伴 う学習行動 の 予測」，「予測 した学

習行動に対す る評価 」， 「予測 した学習行動 の 出現率」，

「実際の学習行動」 の 記述 を求めた 。 「情動に伴 う学習

行動の 予測 」 の 記述 は，漠然 と し た 内容か ら ど ん な 所

が良 く， どん な所で 悪 くな る か に つ い て 具体 的 に 書 け

る ように な っ て き た と考 え ら れ る。また，「予測 し た学

習行動に対す る 評価 」，「予測 した学習行動の 出現率」

お よ び 「実際 の 学習行動」の 内容を比較す る と，セ ッ

シ ョ ン 前半は 「予測 し た学習行動 に 対 す る評価」と 「予

測 し た学習行動の 出現率」 と「実際 の 学習行動」の 内容

に
一
緻 し な い 部分が あ っ た が ，セ ッ シ ョ ン 後半に な る

に 連れ て
一
致 度 が増 した ように思わ れ る （FIGURE　3）。

　例 えば S6 で ，
　 A は 予測 した 学習 行動 に 対 して 「正

し くな い 〈1％）」と い う評価を し，実際 に そ の 行動 を し

た か 咄 現率 ）に 対 して は 「あま りそ うい う学習行動を

し て い ない （30％）」と い う評価 をした 。 ま た ， A は実際

の 学習行動 を 「だ らだ ら した け どち ゃ ん とで き た 」 と

記述 して い る 。 これ ら の 記述をま と め ると， A は ， 「正

しくない 学習行動を実際は ほ とん ど行動 して い な い の

で ，ち ゃ ん とで きた」 と 捉 えて い た と言え る だ ろ う 。

それ に 対 し， 筆者 か ら見た A に対す る記述（エ ピ ソ
ード）

に は，「他 の こ と に 注意 が 向 く こ とが頻繁」と あ る。 こ

の よ うに ， S6 の 段階 で は ， 学習行動 に 対す る A 自身

の評価 と筆者 の 評価 に
一

致 しな い 部分があ る こ と か ら，

正確 な モ ニ タ リン グ は行わ れ て い な い と考えられる。

　 しか し， S12 で ， 予測 し た学習行動 を「正 しい （IDO％）」

と評価 し ， 実際そ の 行動を し た か 咄 現率） を 「そ うい

う学 習行動 をした（99％）」と評価 した 。 ま た ， 実際の学

習行 動 で は 「ち ょ っ とだ らだ らし て た け ど ち ゃ ん と

や っ て い た」 と記述 し て い る 。 これ らの 記述 を ま と め

る と ， A は ， 「正 し い 学習行動 を実際 に 行動する こ とが

で き た の で ，ち ょ っ と だ らだ らした けどち ゃ ん とで き

た 」 と評価 し た と解釈 で き る 。 さ ら に ， 筆者か ら見 た

A に対 す る 記述 （エ ピ ソード〉で は，「ペ ース も速 く，テ

ン ポ よ く学習 し て い る反面，下 を 向 い て 諦 め る ような

態度が 見 られ た 」 と あ る。 こ の よう に セ ッ シ ョ ン を重

ぬ る に し た が っ て ，学習行動 に 対す る A 自身 の 評価 と

筆者 の 評価間 に ほ ぼ一
致 した 評価が得 ら れ ， A に お い

て 正確 な モ ニ タ リン グが行わ れ 始め た 。 した が っ て ，

A の 自分の情動 に 伴 う学習行動 に 対す る モ ニ タ リン グ

は高 ま っ て き た と考え られ る 。

　以上 ， 自己 の情動や そ の 悋動 に 伴 う学習行動 をモ ニ

タ リン グす る こ と で ，情動制御が 滑 ら か に 行 え る よ う
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に な り ， 学習行動 を促進 さ せ る こ とが 可能 に な る こ と

が 示唆 さ れ た 。

今後の 課題

　第 1 に
，

ス ム ーズ さ 尺 度の 信頼性が あ ま り高 くな

か っ た 。 今後 ， 項 目の 内容 に つ い て再検討を要す る 。

　第 2 に ， 情動 の 覚知 の 高 さ は対 象児 の 記述内容 か ら

覚知 の 高さ の 変容を解釈 した 。
し か し

， 覚知 の 高 さ の

変容 を客観的に捉え る た め に も，
セ ル フ ・モ ニ タリ ン

グ操作 の 導入後，情動の メ タ認知を再度測定す る こ と

が 重要で あっ た 。 したが っ て ，メ タ
・エ モ ーシ ョ ン ・

イ ン タ ビ ュ
ーの再導入 に よ り情動 の 覚知 の変容を検討

すべ きで あ ろ う。

　第 3 に ， 本研究で は自己 の情動お よ び学習行動 に 関

す る 2 つ の モ ニ タ リ ン グ操作 を同時 に 導入 し た 。 した

が っ て ，
こ こ で ど ち らの モ ニ タ リ ン グ 操作 の 効果 が 得

られ た か は 明 らか で は ない
。 また ， 対象児 の 情動 の モ

ニ タ リ ン グが や や 高 め な こ とか ら ， 被験者 の 選択 も問

題があ っ たか もしれな い 。 した が っ て ， 情動制御が困

難な 子 どもを対象 に ，
モ ニ タ リン グ操作の手続き を段

階的 に 導入 す る こ と も必要で あ ろ う。

　第 4 に，本研究の 手続 き に は学習行動 を促進 させ る

複数の 要因が交絡 して い る可能性があ る 。 例えば ， S

10の エ ピ ソードの ように ， 関数 の 問題 を解 く と き に は

表 を作成す る，と い う問題解決 の 手 が か りを各セ ッ

シ ョ ン で 与 え て い る 。 こ の こ と か ら ， 行勤 レ パ ート リー

の 知識 な どが増加 し，学習行動 を促進し た 可能性が あ

ろ う 。 また モ ニ タ リ ン グの 教示 の 中に ，情動以外の モ

ニ タリン グが 導入 さ れ た た め ， 学習方略 に 対す る メ タ

認知 が 学習行勤 の 促進に影響 を及ぼ した 可能性 もある。

さ ら に ， 知識や学習方略 は情 動制御過程に も 影響 を及

ぼ す こ とが考えられる。つ ま り，行動 レ パ ー ト リーや

知識不足 に よ っ て 学習に 対す る負 の 情動 が喚起さ れ や

す くな り， 情動制御が ス ム ーズ に行 えな くな っ た り，

負の情動 に 向 か う情 動制御 レ パ ー ト リーを多 く持 つ 可

能性が推察 さ れ る。したが っ て ，学習方略などの ス キ ル

の 変化や認知プ ロ セ ス 等が学習行動や情動制御過程 に

及 ぼ す影響 に つ い て さ らに 詳細な研 究が必婆 で あ ろ う。

　最後 に
， 本研究 は情動制御の ス ム ーズ さが中程度 の

子 ど もを対象 と した ，
1事例 の 研究で あっ た ． そ の た

め ， 本研 究 の 知見 を
一

般化 で き る か ど う か は今後 の 課

題で あ る 。

結 論

　本研究 で は，以下 の こ とが 明 らか と な っ た 。 情動 の

セ ル フ ・モ ニ タ リン グ を行 う こ と で ， 自己 の情動 に よ

り気 づ く こ とが で き ， 負の情動よ りも正 の 情動 を経験

す る よ う に な る。ま た，喚起さ れ る情動 に 伴 う学習行

動の評価 も正確 に な る こ とか ら， 学習行動を促す こ と

が 可能 と な る 。 したが っ て ， 情動 をモ ニ タ リ ン グ す る

こ と は 学習 に 影響 を及 ぼ す と言 え る だ ろ 飢 ，
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C／HOLOC ｝〜 2001，49，359 − 370

　The　puropose 　of　the　present　study 　was 　to　investigate　effects 　of　self−monitoring 　of　emotions 　on 　learning．

Emotional　regulation 　processes 　involve　2　aspects ：smoothness 　of　emotiorlal 　regulation 　and 　repertoires 　of

emotional 　regulation ．　 Intervention　was 　conducted 　with 　a　6th　grader　who 　did　llet　focus　her　learning．　 The

results 　were 　as　foUows ：（1）self −monitoring 　changed 　both　the　smoothrless 　of　emotional 　regulatiQn 　and 　the

child
’
s　repertoires 　of 　emotional 　regulation ；（2＞self−rn｛〕nitoring 　improved　the　accuracy 　of 　self −evaluation ．

　　　Key 　Words 　：　emotiona1 　regUlation
，
　self・monitoring ，　Iearning，　self−regulated 　learning，　elementary 　schooI

child
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