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自律的高校進学動機 と学校適応 ・ 不適応 に 関す る短期縦断的検討

永　作 稔
＊

新　井 　邦二 郎
＊ ＊

　本研究で は，高校 1 年生 を対象と し て ， 自己決定理論 に 基 づ い て 作成 され た 自律的高校進学動機が 学

校生活の 楽しさや人間関係 に お け る満足度と い っ た学校適応 ・不適応感 に 及 ぼ す影響 に つ い て ， 短期縦

断的 に 検討 した 。 そ の結果 ， 5 月に測定され た自律的高校進学動機の うち ， 自律性が低 い 外的 ・取 り入

れ 的調整 は 10 月 ， 翌年 3 月 の学校不適応感 の 高 さを予測 した 。 また ， 自律性（自己決定性）が 高い 統合的・

内的調整 は 10月 ， 3 月に お け る学校適応感 の 高さ，お よび学校不適応感 の 低さ を予測 し た。さ らに は，
5 月 の時点で の 学校 適応感を統制 して も

， 統合的・内的調整 は 10月， 翌年 3 月 の 学校適応感 に影響 を及

ぼ して い た 。 自律性が 中程度で ある同
一

化的調整が学校適応感に 及 ぼ す 影響 は 限定的 で あ っ た。 こ れ ら

の結果か ら， 学校生活の楽 しさや人間関係 に お け る満足度 と い っ た側面 に お け る学校適応 に お い て は ，

自律的 に 高校 進 学 を行 う こ とが そ の 後 の 学校適 応 に つ な が る こ とが 示唆 さ れた。

　キ ーワード ：自己決定理論 ， 学校移行 ， 進学動機 ， 学校適応 ， 高校生

問題 と目的

　新 たな学校 へ 進学す る ， 就職す る とい っ た 移行 は そ

の 心理的脅威性や心理的成長発達の 機会で あ る とい う

理由か ら心 理 学研究の 重要 な 領域 と し て 認 め ら れるよ

うに な っ て き て い る （Barone，　Aguirre・Deandreis、＆ Trick−

ett，1991 ）。また ， 山本 ・
ワ ッ プナ ー

（1992） は 「新 入 学

は 人生 に お い て危機的な移行事態 で ある」 と指摘 して

い る 。 こ の よ う に ， 新た な環境 に移行 するとい う こ と

は教育的， 職業的，社会的発達 の機会 （Bar 。 ne ・et ・al．，1991）

で あ る と同時 に，克服す る べ き人生 の 壁 で もある とい

え る だ ろ う。

　 こ う した人生 に お け る様々 な移行の中で ， 学校移行

（school 　transiti・ n ）を扱う研究は ， 入学後 の 学校適応や

進路指導 との 関連か ら， 研究者及 び教育実践者の 関心

が 高 ま っ て き た （古川 ・松川 ・浅 川・
上 地，2001）。学校移行

の研究で は成績や出席 日数 ， 学校へ の 所属感の 低下や

生活 ス トレ ス の増加な ど ネ ガ テ ィ ブ な結果 が 伴 うとい

う報告が 多 く （eg．，Barone　et　al．1991 ；Isakson ＆ Jarvis，
1999； Lord，　Eccles，＆ McCarthy ，1994 ；Reyes ＆ Hedeker，

1993）， 学校移行が 学校不適応 の きっ か けとな っ て い る

とい う こ と を示 し て い る 。 学校移行 に 伴 う学校不適応

の
一

例と し て ， 高校生 の 中途退学 の 問題 が あ る が ， 教

育委員会月報 （2002）の統計資料 に よると， 高等学校の
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中途退学 率 は 平成 8 年度 の 2．5％ に 急増 し て 以 来 ， 減

る こ とが な い
。 また ， 中途退学者数全体の うち 1年生

が 占め る割合は 52．9％と ， 半数以 上 を占め て お り，そ

の 理 由と し て は 「学校生活 ・学業不適応」が 38．2％ と

最 も多い
。 中途退学は ， 高校生 の 示 す学校不適応 の

一

側面を反映し た も の に す ぎな い が， こ れ らの 結果 は学

校移行 が ス ム ーズ に 行 わ れ て い な い 生徒 た ち が 相当数

い る と い う こ と を示 す もの だ と言え る だ ろ う。 した

が っ て，中学校一高等学校間 の 学校移行 に 関す る 研究

が 必要 で ある と考えられ る 。 しか しなが ら， 中学校 へ

の 学校移行 ， 大学 へ の学校移行に 比 して 高等学校 へ の

学校移行 と学校適応 に 関す る研究 は非常に 少な い と い

う報告が 多い （古川他，　2001；Isakson＆ Jarvis，1999　；太 田，

2002）。 これ は ， 小学校一中学校間の 移行で あれ ば，地

域的 に 近 い 場所に互 い の 学校が あ り，多くの 生徒 が 同

じ学校に 進学 して い る た め ， 調査 が 容易 で あ る が ， 高

等学校へ の進学時に は生徒が か な り分散す るの で追跡

調査が困難で あ る こ と な ど が 関係 し て い る と考 え られ

る 。 また ， 中学校であれば ， 公立 の学校を対象に す る

こ とで サ ン プ リ ン グバ イア ス の 問題 をある程度押 さえ

る こ と が で き る が，高等学校 の 場合は 入試選抜 が あ る

た め ， そ こ に難しさが 生 じる点な ども関与 して い る か

も し れ な い
。

　と こ ろ で ， 多 くの 生徒た ち に と っ て高等学校 へ の学

校移行 は，生 まれ て初 め て の 進路選択 をした結果と し

て行われ る もの で ある。 進路選択は ， 不登校や い じ め

の 問題 な ど とは 異 な り， ほ ぼ す べ て の 生 徒が直面す る

問題 で あ り， 潜在的な援助ニ ーズ は 少な くない と考 え
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られ る 。 実際， 心理教育的援助 サービ ス に対 する中学

生の ニ
ーズ に つ い て 調査を行 っ た石wa　（199．　9冫は， 多く

の 生 徒 が 学習や 進 路 の 問 題 を 「悩 み 」 と し て 経験 し，

心理 ・社会面 の 問題 は 具体的 な 問題 と し て は や や意識

し に くい こ と を指摘し て い る。しか し な が ら，こ の よ

うな進路 の 問題 に つ い て 扱 っ た 研究 は 非常 に 少 な い

（吉中 ・石井 ・下村 ・高綱 ・若松、2003）の が現状 で ある。ま

た ， どの よ うな進路指導 や 援助 を行 う こ とが ，望 まし

い か とい っ た点に つ い て は ， 教育学 の なか で は 議論 さ

れ て い る も の の 伏 根 田 ・武 田、1989；中央教育審議会、1999

な ど）， 心 理 学的 な 視座 か ら み て検討 ・考察 して い る も

の は少な い
。

　以 上 の よ うな 問題意識か ら ， 本研究で は ， 中学校か

ら高等学校 へ の 学校移行期 に お い て ， 適応的 な移行 を

導 く要因は何か とい うこ と を心理学的 に 検討 し ， 学校

移行前 の 中学校 に お ける進路指導 ・援助 と学校移行後

の高等学校に お け る生徒指導 ・援助 へ の 示唆を行う こ

と を 目的と した 。 そ して ，
こ の よ う な検討を行 う に あ

た り ， 近年， 社会 的 な 発達 や 適応，精神的健康 に つ な

が る体系的な 理論で ある 〔Ryan ＆ Deci、20DO） と して 注

目を集め て い る 自己決定理 論の 理論的枠組み を援用 し

た 。 自己決定理論 （Deci ＆ Ryan ，1985，2〔〕02） に よ る と，

より自己決定的
1
に 遂行 され た行動 は適応的 な結果 と

関連がある とい う こ とが 示 され て お り （eg ．、　 Kasser ＆

Ryan　1999；Ryan，　Rigby，＆ King．1993｝，例 えば，　Vallerand，

Fortier，＆ Guay （1997） は ， 高校入学時 の学業に対 す

る動機づ け が よ り自己決定的 で あ る ほ ど， ドロ ッ プ ァ

ウ トへ の意図が低 く ， そ れ が
一

年後の 実際の ドロ ッ プ

ア ウ トの低さ を予測 して い る と い う結果を示 し て い る 。

永作・新井 （2003） は こ の 自己決定理 論を背景 に ， ど れ

だ け 自己 決定的 な動機 で 高校 に 進学 した か と い う 自律

的高校進学動機を測定する尺度を作成 して い る。自己

決定理論 に 従 えば，自己決定的な進学動機
2
は そ の 後 の

学校適応 と 関連 す る こ と が 予測 さ れ
， 非 自己 決定的 な

進学動機 は 学校不適応 と関連 する こ とが 予測 され る。

こ れ は，高校 生活 をお くる うえで 必ず経験す る 様 々 な

課題 に対 して ， 「（親や 教師 社会 に よ っ て ）さ せ ら れ て い る」

と捉える外的統制者であるか ．「（自 ら望 ん で ）して い る」

と捉 え る か 内的統制者 で あ る か に よ っ て ， 課 題 に 対 す

る 積極性 な ど が 異 な っ て くるだ ろ う と考え られ る か ら

で あ る 。 そ こ で ， 本研究 で は高等学校移行時 の 心理的

　 こ こで い う 自己 決定的 ｛自己 決 定性）と は ， 「求め られ た 行動

の 価値 や 調整 が，内在化 し統合 され て い る程度 の 違 い （Ryan ＆

Deci，2Doe ）」を意味 して お り，本研究 で は 速 水 （／995 ｝ と同様

に 自律 的 〔自律性） とほ ぼ 同義で ある と 考 える。

要因 として 自律的高校進学動機を取 り上 げ ， 高等学校

へ の 進学動機 と高等学校 で の学校適応 ・
不適応に っ い

て 研究 を 行 う。ま た ，新 入 生 の 学校適応 を 理 解す る に

は時間経過 を追 っ た 短期縦断的な ア プ ロ ーチが 必要 で

あ る と い う多 くの 指摘 （例え ば．廣瀬
・
和田

・渡 部，1999な ど）

に 基 づ い て，本研究で は 高等学校 の 新入生 の 学校適応

状 態を継時的 に 測定し ， 検討を行う 。 具体的に は ， ま

ず，高等学校入 学後 ， 早期 に 測定さ れ た 自律的高校進

学動機 が ，入学 か ら約半年後 ， 約 1年後の学校適応 を

どの ように 予測す るか とい う点に つ い て ， 短期縦断的

に 検討 を行う。次 に，自律的高校進学動機の得点をい

くつ か の パ タ
ー

ン に 分類 し，入 学 か ら約半年後 ， 約 1

年後 の 学校適応 の 違 い を個人差 と い う観点 か ら検討 す

る。

　本研究 に お け る調査仮説は以下 の とお りで あ る。ま

ず，自己決定性が 高い 自律的な進学動機で ある統合

的 ・内的調整 は 適応指標 と正 の 関連を 示 す こ と が 予測

さ れ る。また，自己決定性 の 低 い 非自律的な進学動機

で あ る 外的 ・取 り入れ的調整 は不適応指標 と正 の関連

を示す こ とが 予測 さ れる。統合的 ・内的調整 と外的 ・

取 り入 れ 的調整 の 間 に 位置 し，外発的動機 づ け の 中 で

は や や 自己決定的な自己調整 ス タ イ ル と さ れ る 同
一

化

的調整 〔Deci＆ Ryan，200L〕は ， 学校適応指標 と比較的

弱 い 関連を示 す こ と が予測さ れ る 。 個人差の検討に お

い て は，自律的高校進学動機 の 得点パ タ ーン が よ り自

律 的な群は非 自律的な群 に 比 べ て 学校適応指標の得点

が高 い こ とが 予測 される 。

　 こ の よ うな検討 に よ っ て ，学校移行前 に も測定す る

こ とが 可能 な 進学動機か ら そ の 後 の 学校適 応状態 の 予

　自己 決 定 理 論 で は動 機 づ け の 下 位概 念 と して 調 整 ス タ イ ル

と い う も の を想定 し，そ れ ら を自己 決 定 性の 違 い に よ り分 類 し

て い る。調整 ス タ イ ル とは 「その 行動 を行わ なけ れ ばな らな い

と き ， も し くは行 い た い と き の 自分 な りの 理 由づ け」 で あ り，
よ り 自己 決 定性が 低 い もの か ら順 に，外 的 調 整，取 り人 れ 的調

整，同
一

化的調整，統 合的調 整，内的調 整 と分 類 され て い る。
こ れ に よ り，Deci ＆ Ryan （2002〕は 従来二 分 法的に 用い られ

て き た 外発的動機 づ け と 内発 的動機 づ け を
一

次元 上 に 連続 体

と して 並 べ る こ とが で きる と し て い る。また，自己決定理 論 で

は，外的調整 よ り も さ ら に 自己決定性 が 低い もの と して ，無動

機 づ け t い う状 態 を仮 定 して い る。これ は 行動への意 図が 欠如

して い る状態 （Ryan ＆ Deci．2000）を 指す。永作・新井 （20〔）3）

の 自律的高校進学動機 尺度 は 外的 ・取 り入 れ 的調 整，同
一・

化 的

調整，統合的 ・内的調整 の 3 つ の ト位尺度か らな り，統合的
・

内的調整 が 自己 決 定 的 な進 学 動 機，外 的 ・
取 り入 れ的調整 が 非

自己決定的 な進学 動機，同
一

化 的調 整 が その 間 に 位置 す る進学

動 機 と な る。な お ．同
一
化的調整 は 自己 決定 の 連続体 の 中で は

比 較 的 自己 決定性 の 高い 動機 （Ryan ＆ Deci，200e） と され て

い る。
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測 をす る こ とが期待さ れ る 。 こ れ が 検証 されれ ば，適

応的な学校移行を支援す るた め の 教育的援助サ
ービ ス

を行 うう え で 意義深 い もの とな る で あ ろ う。 ま た
， 学

校教育に お け る進路指導 に は ， 追指導 とい う概念があ

る。文部省 （1994 ；現文 部科学省 ）は追指導 に つ い て ，「卒

業後新し く迎 え る 生活 に お い て よ りよ く適応 し， 進歩

向上 し て い くこ とがで きるように指導 ・援助す る教師

の活動」 と位置づ けて い る。 こ の ような追指導を行 う

とい っ た視点 か らも， 卒業後の学校適応 を 目指す 上 で

有用な資料 とな る こ とが期待で き る 。

方 法

調査対象と調査時期

　 TIME 　1 （2002 年 5 月中旬 ）：東京都 の 公 立 高校 3校 に

在籍す る 1年生 480名 （男子 240 名、女子 239 名，不 明 1 名〉

の うち ， 記入漏れ，記入 ミス を除 い た 475名
3 （男子 238

名，女子 236 名，不明 1名 ）。 こ れ ら 3校 は ほ ぼ 全員 が 4 年

制大学，短期大学 ， 専門学校 の い ず れ か に進学す る普

通科の 進学校 で ある。退学者が数多 くで る ような教育

困難校 で もな く， 難関私大や国立大学をすべ て の 生徒

が 目指すような上位進学校で もな い
， 進路多様校で あ

る とい う点が 本研究 で 対象 とした高等学校の特徴と い

え る。また ， 他の高等学校 と比 べ て ， 特別に際立 っ た

カ リキ ュ ラム を設けて い る高等学校で は な く， そ れ は ，

学校移行期 の学校適応 に 対す る対応 ・指導に関し て も

同様で あ る 。

　TIME 　2 （2002年 10月）：TIME 　 lの対象者 475名の

うち ， 欠席や記入 漏れ ， 記入 ミス を除い た有効回答者

424名 （男子 206名，女子 217 名，不明 1 名）。

　 TIME 　3 （2003 年 3 月）：TIME 　 1 ， 2 の 対象者 の うち

1校の 1年生 で ， 欠席や記入漏れ，記入 ミス を除い た

有効回答者 176名 （男子 82 名，女子 94名）。

調査手続き

　調査 は，被調査者の 所属す るク ラ ス 単位で ，集団で

実施さ れ た 。 また ，各高等学校 の ク ラス 担任 に 調査 を

委託 したため，よ り正確な実施が可能 となるように ，

具体的方法 や注意 事項 を記 した 「調査 の 手引 き 」が 作

成 され各学校 の 担任教師に配付され た 。 TIME 　 1 の調

3
　 た だ し，学校 適応 ・不適応 の 指標 で ある学校 生活満足度尺度

　 の 「被侵害 ・不適応 得点 」 に つ い て は，1校 の 調査 協力 先 か

　 ら ，．事前 に 生徒に 回 答 させ るの は差 し控 え た い との 意向 を 申 し

　受 けた。そ の た め，これ に つ い て は その 高校に 在籍す る生 徒 を

　除い た ， 394名 （男子 199名，女子 194名，不 明 1名） を対象と

　 した。TIME 　2 に お い て も同様 の 理 由か ら359名 （男子 178 名，
　女子 180 名，不 明 1名） を対 象 と した。

査時期 の 選定 に関して は ， 入学後約 1 ヶ 月を経過 し ，

あ る 程度学校 に慣 れ は じ め た と考 え られ る 5 月 に 調 査

を行 う こ と と した 。 TIME 　2 ，
　 TIME 　3 に関し て は ，

高等学校に 入学し て か ら約半年後 と約 1年後の時期 と

し て 調査 を 行 っ た。ま た ， TIME 　3 は 調 査 校 の 都合

上 ， TIME 　l ， 2 に調査依頼し た都内公立高校の うち

1校の み に調査を行 っ た。

調査内容

　  進学動機　高等学校 へ の 進学 動機 の 測定 に は 永

作・新井 （2003） が作成 した自律的高校進学動機尺度 を

用 い た 。 こ れ は 自己決定理論 に 基 づ い て作成された 30

項 目か らなる質問紙 （Appendixl 参照 ）で あ り， 永作・新

井 〈20031に よっ て 信頼性 と妥当性が い ずれ も高 い 水 準

に あ る こ とが 示 さ れ て い る 。 外的 ・取 り入 れ的調整 ，

同
一

化的調整，統合的 ・内的調整 の 3 因子 か ら構成 さ

れ て い る。「あなたが高校 に 進学した理 由 に つ い て ， 以

下 の 項目を読ん で 自分の気持ち に最 も近 い と思わ れ る

数字に○を つ け て下さ い 。 」 とい う教示 に よ っ て ，「1

全 く当 て は ま ら な い 」か ら 「5 非常 に よ く当て は ま る 」

ま で の 5段階評定で 回答を求めた 。

　  学校適応 ・不適応　学校適応 お よ び 学校不適応 の

測定は古市 ・ 玉 木 （1994）が 作成 した 学校生活享受感尺

度と河村 （1999）が 作成 した学校生活満足度尺度 （高校 生

用｝を用 い た 。 学校生活享受感尺度 は学校生活 の 楽 しさ

を測定す る た め の 質問紙 （Appendix　2参 照 ） で あ り，10

項目か ら な る 。 古市 ・玉木 （1994） に よ り信頼性 ， 妥 当

性 と もに 高い もの で ある こ とが 確認 され て い る。「1全

く当て は まらな い 」 か ら 「5非常 に よ く当 て は ま る」

まで の 5段階評定で 回答を求め ， 学校 を楽しい と感 じ

て い る ほ ど得点が高 くな る ように 得点化 した 。学校生

活満足度尺度 偏 校 生 用 ） は 自分 の 存在 や 行動 が ク ラ ス

メイ トや教師 か ら承認 され て い る と感 じる程度を示す

「承認得点」 と ，
い じめ ・冷や か しや 不適応 を感 じて

い る 程度 を示す 「被侵害 ・不適応得点」の 2 つ の得点

か ら， 高校生 の 学校生活 に お け る 満足感 を測定し て い

る。厂承認得点」「被侵害 ・不適応得点」 と もに 10項 目

ず つ の 計 20項 目 （Appendix　3参 照） で構成 さ れ て お P ，

河村 （1999＞に よ り信頼性， 妥当性が十分に高い こ とが

示 さ れ て い る。こ れ らの 尺度を 用 い た 理 由は ， 学校生

活自体の楽 し さ を測定 して い る 学校生活享受感尺度 と
，

学校生活 に お ける人間関係の 中で の 満足度 を測定 して

い る 「承認得点」を学校適応 の 指標 と し て 用 い ，「被侵

害 ・不適応得点」 を 学校不適応 の 指標 とす る こ とで 幅

広 く生徒の適応状態を捉える こ とであ っ た。

　なお ，TIME 　2 ， 3 で は  の学校 適応 ・不適応指標
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の み 測定 を行 っ た。

結果 と考察

TABLE　1　 自律的高校進学動機 と学校適応 ・不適応指

　　　　標 の 相関

学校 生活

享受感　　 承 認

itL47 〔｝　　　n ＝47〔）

学 校 生活満 足度

TIME 　 1 に おけ る相関分析

　まず，高等学校入学後約 1 ヶ 月 の 時点 に お け る 自律

的高校進学動機と学校適応 ・不適応指標 の 関連 に つ い

て 検討 を行 うた め ， 自律的高校進学動機尺度 の 各下位

尺度得点 と学校適応 ・不適応指標の相関分析を行 っ た。

そ の結果を TABLE　1 に 示す 。 同
一化的調整は適応指標

で あ る学校生活享受感 や 「承認得点」と弱 い 正 の相関

を示 し た。ま た，統合 的 ・内的調整 は学校生活享受感，

「承認得点」と中程度の相関を示 した。一
方 ， 外的 ・

取 り入 れ的調整は不適応指標で ある 「被侵害 ・不適応

得点」 と弱い 正 の 相関を示 した 。 この よ う に ， 自律的

高校進学動機 に お け る 自己 決定性 の 高 さ ， 低 さ と学校

適応，不適応 に は関連 が あ る こ とが示 され た。した が っ

被侵害 ・不適 応

　 ll
−394

外的 ・取 り入 れ 的調 整 　
一．18”

　
一．06

同
一

化的調整 　　　　　　．21
“
　　 ．29

纏

統 合的 ・内的調 整　　　　．67
＊i

　　 ．59林

，z2榊

，07
．26i＊

＊
ツb＜ ．〔）1

て，仮説は す べ て支持 され た とい え る 。

約半年後， 1年後に おける学校適応の予測

　次 に
，
TIME 　2 ，

　 TIME 　3 に お け る学校適応 ・不適

応指標 を目的変数 と し ， 自律的高校進学動機尺度の各

尺度得点を説明変数 とした重同帰分析を行 っ た。その

結果 を TABLE 　2，3，4 に 示 す 。な お ，説明 変 数 間 の 相

関係 数 は，外的 ・取 り入れ 的調整 と同
一化的調整が

TABLE 　2　学校 生 活享受感 に 及 ぼ す影響

統制後

TIME 　2

享受感

TIME 　3

亨受感

ウ一EへT

惑受
．［

イ

TIME 　3

亨 受感

説明 変 数 n＝424 ）1＝176 〃
二124 〃 −176

外的 ・取 D入れ 的調 整

同
一化的調整

統 合的 ・内的調 整

TIME 　1の 学校 生活享受感

　．04
（
一．Dl）

　 ．〔〕5
（．17

“
つ

　 ．39寧車

（．40
ホ
つ

一
』 1

（
一． 
一、⇔1
（．［9絆〉

．36 林

し35牌

）

　．り2
し ｛）1）

　 ，04
（，17‡

つ

　．17榊

（．4⇔庫

つ

　 ．：15”

〔．47
牌

｝

．．04
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　 Po〔1

しユ9寧＊1
　．2〔1牌

（．35
艸

）

　．25林

（．35＊

つ

ftZ ．17料 ．12＊ホ ．49樗 ．16”

｝L］
（ ）内 は 相関係数

喰

1）ぐ ．｛〕5　
牌

戸く ．｛｝1

TABLE 　3　学校 生活満足度 「承認」に 及 ぼ す影響

統制後

TIME 　2

承認

T【ME 　3

承 認

TIME 　2

　承認

TIME 　3

承 認

説 明 変 数 n；424 Jl・176 〃
＝42．1 ’〜

・
工76

外的 ・取 り入 れ 的調整

同一化的調整

統合 的 ・内的調整

TIME 　 lの 「承 認一

一，〔庁
（一．13

“’
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喀
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TABLE 　4　学校生活満足度 「被侵害 ・不適応」に及ぼ す影響

統制後

　 TIME2 　 　 　 TIME3　 　 　 TIME2 　 　 　 TIME3

被侵害・不適応　被侵害・不適応　被侵害・不適 応　被侵害・不適 応

説 明変数 n＝359 n＝176 n＝359 n＝176

外 的 ・取 り入れ 的調整

同一化的調整

統 合的 ・内的調 整

TIME1 の 「被侵 害 ・不 適応」

　．17寧゚

（．19申

つ

一．02
（一．09）
一．21絆

（−923噸 ・

）

　．15寧

（．20申

つ
一．04
（
一．18つ
一．35韓

（
一．36噸 申

）

　． 9串

（．19
蔀
つ

一．01
（
一．09）
一，06
（
一，23

專事

）

　．55紳

（．58癖 “

）

　．05
（．20

牌
）

一．01
（
一．18撃）
一．18

寧曜

（
一．36露寧）
　．52牌

（．59鱒

〉

R2 ．08騨 ．16纏 ．37
樋 ．38”

田 （ ）内 は相関係数
’p ＜ ，05　　

寧．
♪く ，01

r ＝ ．10， p＜ ．05， 外的 ・取 り入 れ的調整 と統合的 ・内

的調整が r ＝ 一．08， n ．s．， 同
一

化的調整 と統合的・内的

調整 が r ； ．30， p 〈 ．01 で あ っ た。ま ず，自律的高校進

学動機 が 学校 生活享受感 に 及 ぼす影 響 を み る と，

TIME 　2 ， TIME 　3 ともに ， 最も自己決定的 で あ る統

合的・内的調整が 有意 な 正 の 影響 を与えて い た （TABLE

2）。 同
一

化的調整は ， 相関分析に お い て若干の 正 の相関

が 見 られ る もの の ，有意な標準偏回帰係数は 示 さ れ な

か っ た。次 に，学校 生 活満足度尺度 の 「承認得点」に

及ぼす影響をみる と，TIME 　2で は同一化的調整 と統

合的 ・内的調整 が と も に 有意な 正 の 影響を及ぼ して お

り，
TIME 　3 で は統合的 ・内的調整 の み が有意な 正 の

影響 を及 ぼして い た （TAB しE　3）。最後 に ， 学校不適応指

標 で あ る学校生活満足度尺度の 「被侵害 ・不適応」得

点 に 及 ぼ す影響をみ る と
，
TIME 　2

，
TIME 　3の い ず

れ に お い て も外的 ・取 り入れ的調整 が有意な正 の影響

を 及 ぼ し て い た （TABLE　4）。ま た，統合的 ・内的調整は

TIME 　2 ， TIME 　3 の そ れ ぞれ に お い て 有意な負 の 影

響を及ぼ して い た 。

　この よ う に ， 同
一

化的調整 が 学校適応指標 に 及 ぼ す

影響に お い て部分的に仮説が支持さ れ なか っ た こ と を

除き，全体 と して は仮説を強 く支持 す る 結果 とな っ た。

ただ し
， 同

一
化的調整 も相関分析の段階で は有意 な正

の相関が得られて い る。 同
一

化的調整と心 理 的適応 ・

不適応 との 関係 に っ い て は，今後さ ら に検討を加え る

必要が あ る と考え られ る 。

　 また ， 自律 的高校進学動機 そ の もの が TIME 　 2 ，

TIME 　 3 に お ける学校適応 に 及 ぼ す影響 を検討す る

た め ， 自律的高校進学動機 と
，
TIME 　1 で 測定 さ れ た

各学校適応 ・不適応指標 を説明変数 と して投入 し ， 統

制 した 上 で ， TIME 　2 ， TIME 　3の 時点 に お け る各学

校適応 ・不適応指標へ の影響を検討し た 。 その結果 ，

統 合 的 ・内 的調 整 は TIME 　2 の 学校生 活享受感 に

β
＝．17，p ＜ ．01，承認得点 に β

二 ．14，　p 〈 ．01，　TIME

3 の 学校生活享受感 に β
＝ ，20， p＜ ．05， 承認得点に

β＝．19， p〈 ．05， とい ずれ も有意な標準偏回帰係数の

値 を示 した。こ の よ う に，TIME 　1時点で の 各学校適

応指標を統制 して も， 統合的 ・内的調整 は TIME 　2 ，

TIME 　3 時点 の 学校適応指標 に有意 な正 の 影響 を 及

ぼ し て い た。した が っ て ，統合的 ・内的調整そ の も の

が そ の後の 学校生活享受感や 「承認得点」 とい っ た学

校適応指標 に 影響 して い る こ とが 明 らか に され た 。 そ

し て ， 外的 ・取 り入 れ 的調整 は TIME 　 l時点 で の 被侵

害 ・不適応得点 を統制 して も，TIME 　2 に お ける被侵

害 ・不適応 を予測 して い た。 した が っ て ， 高校進学を

外的・取 り入 れ 的調整 で 行 う こ と は，入学後の 被侵害・

不適応感に か か わ らず ， 半年後の 被侵害 ・不適応 に つ

な が る と い う こ と が示唆 された 。

自律的高校進学動機の個人差 に よる検討

　 つ ぎに ， 調査者を自律的高校進学動機の各下位尺度

得点の 高低 に よ っ て い くつ か の 特徴的なパ タ
ー

ン に 分

類 し，TIME 　2 ，TIME 　3 に お け る学校適応 ・不適応

の 差 を検討 した 。 まず ， 自律的高校進学動機の各下位

尺度 を z 得点 に 換算 し，そ の 値 に 基づ い て ，k−means

法 に よ る Q モ ードの ク ラ ス ター分析 を行 っ た 。 2 〜 5

の ク ラ ス ター数 を設 定 して 分 析 を試 み た と こ ろ ，

TABLE 　 5 に 示 す ような ， 結 果 が 得 られ た。各 ク ラ ス

タ ーに含まれ る対 象者の 数 ，
ク ラ ス ター

の 解釈可能性 ，

理論的整合性な どか ら総合的に判断した結果 ， 3 ク ラ

ス タ ーに よ る分類が 自律的高校進学動機 の パ ター
ン を

最 も よ く表して い る もの と考 えられ た 。 FIGURE　1 は ，

3 ク ラ ス ター分類 に お け る ， ク ラ ス タ
ーご との 自律的
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TABLE 　5　 2〜 5 ク ラ ス タ
ー

分類に お け る 各 ク ラ ス タ
ー

の 最終ク ラ ス ター中心

ク ラ ス ター数 外 的 ・取 り入 れ 的調整 　同
一

化的調整　統合 的 ・内的調整　　n

　 　 　 　 　 1
2 ク ラ ス タ

ー
　 　 　 　 　 II

一〇．250
．29

0．48
−0．56

0．65
−0．76

86ワ曽
921

　 　 　 　 　 1

3 ク ラ ス タ
ー

　 II
　 　 　 　 　 III

Q．050
．85

−0．97

一
〇，97
 ，47

’

0，39

一
〇．830
．18

  ．57

131153140

　 　 　 　 　 I
　 　 　 　 　 II
4 ク ラ ス ター
　 　 　 　 　 III
　 　 　 　 　 N

一
〇，11e
．680
．53

−1．17

一L440
．550
．11

〔）．40

一
〇．550
．80

−0．880
．se

83114116111

　 　 　 　 　 I
　 　 　 　 　 II

5 ク ラ ス タ
ー

　 ［II

　 　 　 　 　 V

0．530
．12

−1．19
−O ．02
  ．79

O．28
−1．530
．52

−e．810
．80

一〇．901
．370
，460
．350
．84

95481D29386

1．0

0．5

0．0

一〇，5

a，n ：各 ク ラ ス タ
ー

に 含 まれ る 対象者数

ー 韃
覊兀噂
F

膵十
F　 ，

糶げ，
卜

ロ 外的・取リ入れ的隅！

巳 悶一｛匕舸国整

ロ 綻含的 ・内的調聾
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．15 ［
　 　 　 慨 動機づけ騨 　　 他律的動孅群　　 自偉的動機群

FIGURE　1 自律的進学動機尺度 の ク ラ ス ターパ ターン

高校進学動機尺度 の 標準得点の 最終ク ラ ス ター
中心 を

示 し た もの で ある。各ク ラ ス ターの特徴は ，

　第 1 ク ラ ス ター ：同
一

化的調整 ， 統合的 ・内的調整

　が相対的に最も低 く，外的 ・取 り入 れ 的調整 は標準

　的な範囲を示す群 （無動機 づけ群〉

　第 2 ク ラ ス ター ：外的 ・取 り入 れ 的調整が相対的 に

　最 も高 く， 次い で 同
一
化的調整 ， 統合的

・内的調整

　 と い う順 に 低 くな る群 （他律的動機づけ 群）

　第 3 ク ラ ス ター
：統合的 ・内的調整が相対的に 最 も

　高 く，次 い で 同
一化的調整 ， 外的 ・取 り入れ的調整

　 と い う順 に低 くな る群 （自律 的動 機づ け群）

であ ると解釈で きる 。 自己決定理 論に よ れ ば ， 動機 づ

け は 自己 決定性 と い う軸 に よ っ て一次元 上 に 連続体 と

し て 並 べ る こ とがで き る と され て い るが ，
こ れ ら 3 つ

の ク ラ ス タ
ーは こ の ような理論的背景 を よ く反映 して

い る と考 えられ る。

　次に ， 自律的高校進学動機 の パ ターン と TIME 　2 ，

TIME 　3 に お け る学校適 応 ・不適 応 の 関係 を 検討 す る

ため ， 自律的高校進学動機の クラ ス タ
ーバ タ

ーン 憮 動

機 づ け群 ，他 律 的 動 機 づ け群，自律的動機 づ け 醐 を独立変数 と

し ， 各時点 に お ける学校適応 ・不適応指標 を従属変数

と した 1要因の 分散分析を行 っ た 。 そ の 結果 ， す べ て

の 分析に お い て 有意な ク ラ ス ターパ ターン の 主効果 が

見られ た た め ，
Tukey 法 に よ る多重比較 を行 っ た 。 そ

の 結果 を TABLE 　6〜8 に 示す 。 学校生活享受感 に お け

る結果 （T ，IBLE 　6） をみ る と，　 TIME 　2 で は 自律的動機

づ け群 ， 他律的動機づ け群，無動機 づ け群 の 順 に 学校

生活享受感 の 得点 が高 い と い う結果 が 得 られ た。

TIME 　 3 に お い て も ，　 TIME 　2 と ほ ぼ 同様の 結果 が

得 られた。学校生活満足度の 「承認得点」 に お け る結

果 （TABLE　7） をみ る と ，
　 TIME 　2 で は 自律 的動機 づ け

群 ， 他律的動機づ け 群 ， 無動機づ け 群 の 順 に 「承認得

点」が高い とい う結果 が得 られ た。TIME 　3で は ， 無

動機 づ け群が 他律 的動機 づ け群，自律的動機づ け群 よ

りも得点が低 い とい う結果 が得ら れ た 。 ま た，他律的

動機づ け群 と自律的動機 づ け群 の 間に は統計的 に 有意

な 差 は 見 ら れ な か っ た。一方，学校不適応指標で ある

学校生 活満 足度の 「被侵害 ・不適応」 に お け る 結 果

（TABI．E　8） をみ る と，　 TIME 　2 で は無動機 づ け群 が 自

律的動機づ け群 よ り も得点 が 高 い と い う結果 が得 られ

た 。 ま た ，
TIME 　3で も同様 に 無動機づ け 群 は 自律的

動機づ け群よ りも得点が 高か っ た 。 な お ， TIME 　3で

は 他律的動機 づ け群 が 自律的 動 機 づ け 群 よ り も被侵

害 ・不適応得点が高 い 傾向が あ る こ と も示 され た 。

　以 上 の 結果 を概観 す る と，無動機づけ群 の 学校適応

状態が 最 も悪 く， 学校移行後 の 生活 に 不適応感 を感 じ
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TABLE 　6　 自律的高校進学動機の パ タ
ー

ン に よ る学校生活享受感の差の検討

　 　 調 査時期

クラ ス ターパ ターン
M 　　 SD 　 　 F 値 多重比較

　 　 TIME 　2

　無動機づ け群

他律的動機づ け群

自律的動機づ け群

　 　 TIME 　3

　無動機づ け群

他律的動機 づ け群

自律的動機づ け群

131　　31，99
153　　35． 5
140　　　37．96

57　 29．72
65　 32．98
51　 36．20

7．706
．92　 24．66”

　 無 動機 く 他律 く 自律

6．33

8．546
．96　 9．80”　 無動機 く 他律 ≦ 自律

7．24
a ）

表 中の 記号 く はP＜ ．05，≦ はP 〈 ，10を表 す
率’P ＜ ．01

TA肌 E 　7　 自律的高校進学動機の パ タ
ー

ン に よ る 「承認」の差の検討

　　 調査 時期

ク ラ ス ターパ ターン

M 　　 SI）　　 F 値 多重比較

　 　 TIME 　2

　無動機づ け群

他律的動機づけ群

自律 的動 機 づ け群

　 　 TIME 　3

　無動機 づ け 群

他律 的動機 づ け 群

自律的動機づ け群

131　　29．02
153　　32．65
140　　34．47

57　 28．40
65　 31 ．89
51　 33．25

7．706
，92　 29．35”

　 無動機 く他律 く 自律

6．33

6，735
，96　　10．09ホi

4，50
無動 機く 他律

無動機 く 自律

a，

表中の 記号 く はP く ．e5，≦ はP＜．10を表す
”P＜．D1

TABLE 　8　 自律的高校進学動機の パ ターン に よ る 「被侵害 ・不適応」の 差 の 検討

　 　 調査時 期

ク ラ ス ターパ ターン
M 　 　 SDF 値 多重 比 較

　 　 TIME 　2

　無動機 づ け群

他律 的動機 づ け群

自律 的動 機 づ け群

　 　 TIME 　3

　無 動機づ け群

他律 的動機 づ け群

自律的動機づ け群

116　　19．32
131　　 18．16
103　　16．23

57　 21．82
65　 19．78
51　 16．49

8．267
．39　　　4．84’t

6．e5

8．758
．42　　　6，15寧順

6，18

自律 く 無動機

自律 く 無動機

自律 ≦ 他律

s）

表 中の 記号 く はP く ．05，≦ はp＜．10を表す
t ＊P 〈 ．Ol

て い る こ とが 示唆さ れ た 。
こ の よ うに 自律的高校進学

動機の個人差に よ る学校適応 ・不適応の差を検討す る

こ と で ， 外的 ・取 り入 れ 的調整 が高い こ と よ り も， 同

一化的調整や統合的 ・内的調整が低い
，

つ ま りは無動

機 づ け状態で 高等学校 に進学す る こ とが そ の後の学校

適応の悪さ と関係す る と い うこ とが 明 ら か に な っ た 。

　また ， 自律 的動機 づ け群 は他律 的動機づ け群よ りも ，

TIME 　2 に お け る学 校 適応指 標 に お い て 得点が 高

か っ た 。
こ の こ とか ら， 自律的高校進学動機 の 得点パ

ターン が より自律的 な群 は非 自律的な群 に 比 べ て 学校

適応指標 の 得点が高 い とい う仮説 は あ る 程度支持さ れ

た と考え ら れ る 。 し か し なが ら，
TIME 　3 に お い て は

自律的動機づ け群 と他律的動機づ け群 の 差 は 明確 に は

示 され なか っ た。TABLE 　6〜8 に 示 され て い る群 ご と

の 平均 を見 て み る と，い ず れ の 尺 度 に お い て も自律的

動機づ け群が 他律的動機づ け群 に 比 べ て適応的な値を

示 して い る もの の ， 統計 的 に 有意な差 は示 され て い な

い （学校生活 享受感，「被侵害・不適応得点」 で は 有意傾 向）。こ

の よ う な結果 と な っ た 背景 と し て は ， 以下 の 可能性 が

考え られ る。第 1 に，TIME 　2 は 10月 ， TIME 　3 は翌

年 3月 と ， 調査時期が 異な る こ と に よ る影響が考 えら

れ る 。
つ ま り， 入学し て か ら約半年後の 10 月 か ら翌年

3 月に 至 る ま で の 間に ， 自律的動機づ け群 と他律 的動

機 づ け群 の 学校適応の 差は統計的に有意で は な くな る
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ほ ど に縮 ま り， そ の時点で学校に適応 して い る か ど う

か は，例えば入学後の 対人関係な ど，高等学校へ の 進

学動機以外 の 要因 に よ っ て 規定 さ れ る よ う に な る と捉

える視点 で ある。第 2に ，
TIME 　3の時点で調査協力

先 が 1 校 に 限定 さ れ た こ と に よ る 影響 が あげ られ る。

こ れ に よ り ， そ の学校の 影響が強 く反映 さ れ ， 結果 に

偏 りが生 じて い る可能性や ， 各群に割 り当 て られた分

析対象 の 人 数 が 減少 した こ と に よ り十分 に 妥当 な 分析

結果が得 られ て い な い 可能性が 考 え られ る。本研究 の

結果か ら は ， こ の ような い くつ か の 可能性は指摘 で き

る も の の ， そ れ ら を検証 す る ま で に は 至 ら な い
。 し た

が っ て ，
こ の 点 に つ い ては今後 の 課題 とい える 。

総合的考察

本研究の まとめ

　本研究の 目的は ， 中学校か ら高等学校 へ の 学校移行

期 に お い て ， 適応的な移行を導 く要因 は何か と い う こ

と を心 理 学的に検討し ， 学校移行前の 中学校に お け る

進路指導 ・援助 と学校移行後の 高等学校 に お け る 生徒

指導 ・援助 へ の 示唆を行 うこ と で あ っ た 。 そ し て ，
こ

の ような 目的 に 沿 っ て，高等学校移行時 の 心理 的要因

と し て 進学動機を取 り上 げ，自己決定理論 に 基 づ い て，

学校移行後の学校適応 ・不適応 との 関連 を検討 した。

　 TIME 　1 時点 で の 相 関分析 で は，自律的高校進学動

機 と高校 1 年生初期 の 学校適応 ・不 適応 と の 関連 を横

断的に検討 した 。 そ の結果 ， 仮説 どお りの結果が 得ら

れ ， 自己決定性の 高い 進学動機で あ る統合的 ・内的調

整 は ， 5 月 の 時点 の 学校適応 と 中程度 の 正 の 相関 を示

し，比較 的自己決定性が高 い とされ る同
一

化的調整 は，

弱 い 正 の相関を示 し た。ま た，自己決定性 の 低 い 進学

動機で あ る外的 ・取 り入 れ 的調整 は ， 5 月の時点で の

学校不適応感 と正 の関連 があ っ た 。

　次 に ，重 回帰分析を行い
， 自律的高校進学動機が 入

学 か ら約半年後 （TIME 　2）， 1年後 （TIME 　3） の学校適

応 ・
不適応を ど の よ う に 予測す る か に つ い て 検討 を

行 っ た。そ の 結果，統合的 ・内的調整 は 10 月，翌年 3

月 の学校適応 に正 の 影響 を及 ぼし， 外的 ・取 り入れ的

調整 は 10月 ， 翌年 3 月 の 学校不適応 に 正 の 影響 を及ぼ

して い た 。 同
一

化的調整は 10 月の時点に お け る学校生

活満足度尺 度の 「承認得点」に正 の 影響 を及 ぼ し て い

た。し た が っ て，仮説は ほ ぼ支持 され た と考え ら れ る 。

また ， 5 月 の時点で の 適応指標 ・不適応指標 を統制 し

た上 で 同様 の 分析 を行 っ たが ，こ ち らも仮説 を支持す

る結果 とな っ た。

　 ま た ， 自律的高校進学動機の 得点を い くつ か の パ

タ ーン に分類 し， 個人差 とい う観点か ら分析 を試み た

と こ ろ，自律的高校進学動機は無動機づ け型 ， 他律的

動機 づ け型 ， 自律的 動 機 づ け 型 とい う 3 つ の パ ターン

に 分類さ れ た 。 さ ら に ， 各動機づ けの パ ターン間の学

校適応 ・
不適応感差を検討した 結果，無動機づ け 型 の

生徒 が最 も学校 に 適応 して い ない と い う こ とが 明 ら か

に な っ た。

自律的高校進学動機か らみた学校移行期 の 援助 ・指導

　 本研究 の 結果 か ら，外的・取 り入れ 的調整 を 高 く持 っ

て 高等学校 に 進学 を行 うと，高等学校に お い て不適応

感 を感 じる 危険性が高 い と い う こ とが 示唆された。外

的 ・取 り入れ的調整 と は外的な 圧力や 報酬， も し くは

不安や恥か ら の 回避 に よ っ て動機づ け ら れ た進学動機

で あ る。し た が っ て ，中学 生 が 進路選択 を行 う 際 に 「高

校 くらい 行 きなさ い 」な どとい っ た外圧 的な言葉 で進

学 を促 す こ と は ， 高等学校 で の 学校適応 とい っ た観点

か ら み る と ， あ ま り望ま し くな い と考え られ る 。

　 ま た
一

方 で は ， 外的 ・取 り入 れ的調整 が高い 群 よ り

も，同
一

化的調整 と統合的 ・内的調整が と もに 低 く，

外的 ・取 り入 れ的調整 も高 くな い と い う，
い わ ば無動

機 づ け状態 で 高等学校 に 進学す る こ とが ， そ の 後 の 不

適応感 に つ な が る 可能性が 高い と い う こ と も示 さ れた 。

自己決定 の 連続体 〔Ryan ＆ Deci，2000） で は，無動機 づ

けは外的調整 よりも自己決定性 が 低 い 状態であ ると仮

定 さ れ て い る た め ，こ れ ら 結果 は 仮説 と 矛盾す る もの

で は な く， 妥当な もの で あっ た と考え られ る 。 無動機

づ けの とき に は 人は全 く行動を起 こ さ な い か ，もしく

は 意志 や 意 図 な し に 行動す る，つ ま りた だ 意味 もな く

それを行 うとされ て い る （Ryan ＆ Deci，200e）。したが っ

て，高等学校 へ の 進学 に 対 して 無動機 づ けで あ る とい

う こ と は
， 高等学校 へ 進学す る と い う こ と の 価値を自

分自身 に 内在化す る こ とが で きず ， 意志や意図が な く

高等学校に進学し よ う と し て い る状態で あ る と理 解で

き る 。
い わ ば 「何の た め に高校進学す る の か」あ る い

は 「な ぜ高校に 進学 し て き た の か」 と い っ た ， 根本に

し て 非常 に 本質的 な 部分 が 欠 け て い るた め に t 入 学 か

ら半年以上 を経過 して もな お ，学校適応 が 良 くな い の

だ と考 えられる。そ して，結果的 に 今回対象 とした高

校生 の 中の 3 割程度が 無動機づ け型 と分類 された とい

う こ とは ， 今後 に お け る非常 に 大 きな教育的課題 を提

示 して い る の で は な い だ ろ うか 。

　次 に ，統合的 ・内的調整 の 持つ 役割 に つ い て考察す

る。 統合的 ・内的調整を高く持っ て高等学校 に 進学 し

た生徒 は 10 月 に お い て も翌年 3 月 に お い て も「学校生

活 を楽しい 」と感じて お り， 「学校生活 に お ける人間関
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係 に も満足 して い る」 とい う こ とが 明 らか に された。

統合的 ・内的調整 と は 「高校 と い うもの が 楽しそ うだ

か ら」「校風 が 良 い と思 っ た か ら」な ど
， 行動 を起 こ す

際 の 自己調整が 自己 に 対 して十分 に 同化 された とき に

生 じ，自分 の そ の 他 の 価値や 欲求 と
一

致 し て い る と認

知 して い る と い うもの で あ る （Ryan ＆ Deci，2000）。
こ れ

は ， 入学して か らの 学校適応感 を統制 して も， 10月 ，

翌年 3 月 の学校適応 を予測 し て い た 。
つ ま り ， 統合的 ・

内的調整自体が高等学校入学後の学校適応を予測 して

い た の で あ る 。 し た が っ て ， 中学校に お け る進路指導

に お い て ， 生徒が統合的 ・内的調整 を強 く持て る よ う

に指導 ・援助す る こ とで ， 高等学校に移行 して か らの

学校適応を促進し ， 学校不適応を 予防す る こ と が可能

に な る と考え ら れ る 。

　同一化的調整は， 仮説どお り， 学校適応指標 と弱 い

正 の 相関関係 は示す もの の ，重 回帰分析 に お い て は，

10 月に お け る 「承認得点」で若干の 正 の影響が見 られ

る程度 で あ り， 全体 と して 影響 は あまり大 き くな か っ

た。同
一

化的調整 とは ， 具体的 な項 目として 「自分 の

学力を上 げ た い か ら」「進学の た め の勉強を し た い と

思 っ た か ら」 とい っ た もの があ り， 永作 ・新井 （2003）

は 「特 に 学業面 に 関す る もの が 中心 と な っ て い る」 と

述べ て い る 。 つ ま り， 学業面で の向上 や大学や 短大等

へ の進学を目的 と して高等学校に進学す る こ とは ， 本

研 究で 取 り上 げた 学校生活享受感尺度 で 測定 さ れ る

「学校生活 の 楽 しさ」や学校生活満足度尺度 で 測定 さ

れ る 「学校生活 に お ける人間関係の 中で の 満足度」 に

は あ ま り影響 を及 ぼ し て い な い と考 え られ る。ただし，

本研究で は学校適応 とい う こ とに関して ， 学校生活 を

楽 しく過 ごして い る こ と とい っ た側面 の み を扱 っ たが ，

同
一

化的調整が持 つ 役割は む しろ 学業達成や その後の

進路意識と い っ た側面 に お い て 重要度 を持 っ て くる 可

能性 も十分に考えられ る 。 こ の ような， 同
一
化的調整

の 持 つ 学 業的 ・教育 的側 面 の 役割 に つ い て は 今後 の 課

題 と い え よ う。

　 こ の よ うな結果を受け る と，「中学校に お い て は高等

学校 へ 行 く こ との 価値 を で き る だ け 自己 決定的な価値

として内在化で きるように ， 指導 ・援助を行うこ とが

重要 で あ る 」 と 結論づ け る こ とが で き る 。 しか し ，

一

見する と
，

こ の こ と は至 極当然 の こ との よ うに 思 わ れ

るか もしれな い 。 なぜ な らば ， 文部省 （1998）の中学校

学習指 導要領 や，中教審 （1999）の キ ャ リア教育の 定義

に
， 進路選択は 生徒の 主体性 に よ っ て な され る こ と が

望 ましい とい う こ とが明記 され て お り，こ の こ と はも

は や 自明の価値観で あ る とい う見方 もで き る か らで あ

る。しか しな が ら
一

方 で ，
こ の ような進路指導やキ ャ

リア教育 に 記され て い る方向性 と現場 で の対応の 乖離

に つ い て 指摘した渡辺 ・バ ー （2001） は
， 進路指導 や 職

業心理学を専門 とす る専門家や長年進路指 導 に 関わ っ

て き た 教員 た ち の間で ， 「学習指導要領 に書 か れ た 理念

と学校現場 で の 実情 との 間に は か な りの落差が あ る」

と言及 して い る 。 そして ， こ の ような乖離が何故起 こ

る か と い う こ とに関 して ， 渡辺 ・ バ ー （2001） は 日本の

進路指導の 定義や 理念そ の もの の 方向性は決 し て間

違 っ た もの で は な く， 素晴 ら しい も の で あ るが ， そ れ

を 実践 で き る よ う に す る た め の モ デ ル が 欠 け て い る こ

と を指摘 して い る 。
こ の よ うに考え て い くと ， 本研究

か ら得られ た知見は，以下の  〜  の よ う に考察で き

るだ ろ う 。

  本研究の結果 か ら， 進路指導の定義な どで提唱 さ れ

て い る よ うな主体 的な進路選択 とは，具体的 に は 同
一

化的調整や統合的 ・内的調整 とい っ た自律的な進学動

機 に よっ て 成 された進路選択 と考 える こ とが 可能 で あ

り，
こ の よ うな自律的な進学動機 を有 して高等学校に

進学す る こ とが ， 進学後の学校適応の高さ に つ なが る

可能性があ る 。

  外的・取 り入 れ 的調整 の よ うに ， 「普通 は学校に 行 く

も の だ か ら」な ど ，

一見自分で決め て い る よ うに見え

て い て も， そ れ は決 して 自律的ある い は主体的と は言

え な い 進路選択 の 様態で あ り， 進学後 の 学校不適応の

高さ に つ なが りか ね ない もの で ある。

  外的 ・取 り入れ的調整が非自律的で ある とは い え，

無動機 づ けの 状 態 の 生徒 と比較す る と，「よ り自己決定

的 住体的）」と考える こ とが で き， 実際 に 学校適応指標

な どの 比較 に お い て も，無動機 づ けの 生徒 た ち よ りは

学校 に 適応 して い る。

　 こ れ らの 知見 は，渡辺 ・バ ー （2001）が指摘する具体

的 なモ デ ル を考えて い く上 で ， 大 きな指標 の 1 つ とな

り うる の で は な い か と 考 え ら れ る。

　さらに ， 高等学校に お い て 入学して きた生徒 に 対す

る指導 ・援助 を考え る と， 本研究 に お ける調査協力校

は ， 学校移行期 の新入 生徒に 対 して ， 学校全体 と して

何 らか の適応指導を特別に行 っ て い る学校で は な い
。

し た が っ て ， 新入 生 オ リエ ン テ ー
シ ョ ン や 各種行事 ，

学級担任や教科担任の裁量 に よ る 生徒へ の声か け な ど，

一般的な教育指導 ・援助が行わ れ て い る学校で あ る と

い え る 。 こ の ような指導 ・援助が持つ 意味合い に つ い

て も検討 を行 い ， そ れ ら に 加 え て どの よ う な指導 ・援

助 をす る こ と が望ま し い か とい う点に っ い て検討す る

こ とが ，今後必要 と なるだ ろう。
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本研究の 限界 と今後の 課題

　本研究に お け る限界 と して 以下の点があげられ る 。

第 1 に ，高等学校へ の進学動機を 5 月の時点で 回 想的

に評定 させ て い る点 で ある。こ の ため，入学 して か ら

の学校体験に よ っ て 評定に偏 りが 出て い る可能性 が 否

定 で き な い 。本研究 で は ，学校適応指標，不適応指標

と の関連 を検討す る と い う目的 か ら ，
こ れ らの 中 に は

入学直後 に は 評定 しに くい 項 目が含 まれ て い る こ と を

考慮 し， 調査時期を選定 した 。 しか しなが ら
，

こ の 時

点で測定 さ れ た 進学動機は純粋な意 味 で の 進学動機 と

は い え な い と い う可能性 も否定で きな い
。 したが っ て ，

今後 は入学直後に進学動機を測定し ， 検討を行 う必要

が ある と考え られ る 。

　第 2 に，高等学校 と い うの は そ れ ぞ れ非常に 多様な

特徴を もつ 教育課程で あ る た め ， 今 回 の 結果を どの 程

度
一

般化で きる か と い う問題が あ る 。 本研究 で は ， 教

育困難校や 上 位進学校 とい う よ う な大 きな 特徴 を もた

な い ， 相対的 に 多 くの 生徒が所属し て い る と考え ら れ

る 進路多様校を調査協力先と し て 設定 した。 こ れ は，

比較的多 くの 生徒が通 っ て い る と考 え られ るタイ プ の

学校を選択す る こ とで ， で きるだ けより
一

般的な知見

を得よ う と す る 目的 に よ る もの で あ っ た。しか し なが

ら ，

一
方で ， 本研究 は あ くまで ， 今回調査 した進路 多

様校 に お け る結果 を 反映 し て い る に す ぎな い と も い え

る 。 さ ら に は ， 3月 の調査時点 （TIME 　3）で は ， 都合

上，調査協力先 が 1校 に 限定 さ れ て い る 。 した が っ て ，

本研究の 結果 が，高等学校全体 に 広 く
一般化で き る も

の か ど うか と い う点 に つ い て は ，今後調 査 を 続 け て い

き なが ら， 慎重 に検討 を行 う必要が あると考 え られる。

　第 3 に，い わ ゆ る不本意入学者 と言われ る 第 1志望

の 学校 に 入 学で き なか っ た た め に そ の 学校 に 進学 し て

きた生徒の問題 を十分 に扱 えて い な い 点 が あげられる 。

本研究で は 不本意入学 で あ る か どうか を対象者 に 質 問

する こ と に つ い て ， 倫理上 の 観点か ら実施が難 しい と

判断 した 。 太田 （2002＞が指摘す る よ うに ， 不本意入学

者は学校適応が良 くな い と言わ れ て い る が ， 本研究 の

枠組 み か らは こ の よ うな生徒を と ら え き れ て い な い と

考 えられ る。項 目の 内容 として，外的 ・取 り入れ的調

整 は不本意入学者 が 抱 えて い る 自己 調整と類似し て い

る可能性が あ るが ， こ の点に つ い て は まだ明 らか で は

な い
。 今後 ， 不本意入学 と外的 ・取 り入れ的調整 との

関係に つ い て も検討 を行 っ て い き なが ら，学校移行期

の 高校生に と っ て有用な ア プ ロ ーチを包括的に構築 し

て い く必要 が あ る だ ろ う。

　ま た今後 の 課題 と して は ， 前述 の よ う に ， 同
一化 的

調整 が 高等学校で の 学業成績や 進路意識 と い っ た 側面

に 対 して どの ような影響 を持 っ て い るか と い う点を検

討す る必要があ る だ ろ う．本研究 で は，同
一化的調整

の 学校適応に 与え る影響は明確に 示 さ れ なか っ たが
，

こ の ような検討を行う こ と に よ り，同
一

化的調整の役

割 が よ り明確 に な る の で は な い か と考 え られ る。．また ，

中学生 に 対 し て どの よ う な 指導や 援助 を行 う と統合

的 ・内的調整を高 く持 つ こ と が で き る の か と い っ た点

や ，自律的 で な い 動機 づ け を も っ て 進学 して き た 生徒

が 自律的 な学習動機 や通学動機 を持つ こ とが で き る よ

うに 援助す るため に は ど うい っ た 教育的働き か けが 必

要で あ る か と い っ た 点 は
， 最 も重要 な 今後 の 課題 で あ

る と い え る 。 自己決定理論 （Deci＆ Ryan、1985，2002）で

は，価値の 内在化を促進 さ せ る （よ り自律 的な 動機づ け を

持て る よ うに な る〕要因 として ， 有能感 （cumpetence ）へ の

欲求 ， 自律性 （auton ・ my ）の 欲求 ， 関係性 （relateClness ）

の 欲求 を 充足 さ せ る社会的文脈 が あ る こ とが 重 要で あ

る と し て い る 。 したが っ て ， 今後は 生得的な心理的欲

求 （Ryan ＆ Deci ，2000） と呼ばれ て い る こ れ ら 3 つ の 欲

求を充足 さ せ る こ とや，速水 （1998）が提唱 した プ シ ュ

ル モ デル に 基 づ く自律的動機づ け の内面化の促進を行

う こ と に よ り， こ れ ら の 点を検討し て い く必要が あ る

と考 え られ る。また，は じめ は 自律 的 で は な い 動機づ

け を持 っ て い た生徒 の なか に は，その 後周囲 か らの 教

育的働 き か け に よ っ て 自律的な動機 づ けを持 つ こ とが

で き る よ うに な る生徒 も い れ ば ， そ の ま ま 自律的で は

な い 動機づ け を持ち続け る生徒 もい る だ ろ う。
こ の よ

う な 違 い は ど の よ う に 生 起 す る の か と い っ た 点 を 検討

する こ とも，今後の大きな検討課題で ある 。
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Appendix　1 自律的高校進 学動機尺度

　　　　　　　　　　 永作 ・新井 （2003）

Appendix　2 学校生活享受感尺度 （α
一．90）

　　　　　　　　　　 古市
・玉木 （1994）

1．

2．

34

冖
b6

、

7．

外 的 ・取 り入れ的調整 （α ・．87）
17．普通 は学校に 行 くもの だ か ら

16．高校 に は い か な け れ ば な ら な い
．
もの だ か ら

26，高校に 行 か ない と恥ずか しい か ら

25 ，中卒で は嫌 だ か ら

8，高校 くら い 行 っ て お か な い と い け な い か ら

9 ，高校 に 行 か な い と就職の と きに 困 るか ら

29，勉強 しな い と恥 ずか し い か ら

12，先生が 行け とい っ た か ら

11．親や 保護者 が行 け とい う か ら

1，　み ん なが 行 くか ら

13．勉強 しな い と不 安 に な る か ら

　　 自分が い きた い か ど う か で は な く自分 の 学 力
28 ．
　　 レ ベ ル に 合わ せ て 選ん だ結果 そ うな っ た か ら

19．就職 する の が嫌 だ っ た か ら

2．他 の学 校 に は学 力が 足 りな か っ た か ら

8．

90　

1

私 は 学校 へ 行 くの が 楽 し みだ

学校 は楽 し くて ，・』一』
日が あ っ とい う間 にす ぎて し

ま う

学校 は楽 しい の で ，少 し くら い 体の 調子 が 悪 くて

も学校 に 行 きた い

学校で は，楽 しい こ とが た くさ ん あ る

学 校 に い る の が 嫌 な の で ．授業 が 終わ っ た らす ぐ

に 家 に 帰 りた い
aI

学 校が な け れ ば毎 日 は つ ま らな い と思 う

口曜 日の 夜，また 明 日か ら学校 か と思 う と気が 重

くな る
a ）

今 の 学校 は 楽 し い の で，い つ ま で も こ の 学校 に い

られ た ら 良い の に と思 う

学校 で は嫌 な こ とばか りが あ る
S ）

私 は こ の学 校が 好 きだ

”）

逆転 項 目

Appendix　3　学校生活満足感尺度　河村 （1999）

1．

2．

3，

4．

統合的 ・内的調整 （α
＝．84）

5．
6．

23．
18．
24，
21．
30．
20．
27、

学校 は楽 しい か ら

高校 とい うもい の が 楽 しそ うだ か ら

校風が 良 い と思 っ た か ら

掌校が好 きだか ら

行事が 面 白 そ うだ か ら

自分 が気 に 入 っ た か ら

友達を増や した い か ら

説 明会 や情 報誌な ど で調 べ て 良 い と思 っ た か ら

部活動 を や りた か っ た か ら

同
・．一

化 的調整 （α ＝．79）
14．　自分 の学 力 を上 げた い か ら

3．進学 の た め の 勉強 を した い と思 っ た か ら

22．知識 を増 や した い と思 っ た か ら

15．勉強 した ほ うが 得 だ と思っ た か ら

4．大 学や専 門学校 な ど の 上 級学校 に 進学 した い か ら

7．　 自分の 将 来の 夢 を か な え るた め

10．　 い ろい ろ な 資格 を とる ため に 必要 だ か ら

5．

6．

7．

890　

　

1

11．

12．

13．

14．

15，

16．

17．
ユ8．
／9．

20．

　　 　 　 1 ．承 認満足得点 （α ＝．88）
私 は勉強 や運動，特技や ひ ょ う きん さな ど で友 人

か ら認 め られ て い る と思 う

私 は ク ラ ス の 中で 存在感が あ る と思 う

私 は ク ラ ス や ク ラ ブの 活動 で リーダーシ ッ プ を と

る こ とが あ る

仲の 良 い グル
ープ の 中で は 中心 的な メ ン バ ーで あ

る

私は学校 ・ク ラ ス で み ん なか ら 注 目され る よ うな

経験 を した こ とが あ る

学校生活で充 実感や 満足感 を覚 え る こ とが ある

私 は ク ラ ス で 行 う活動 に は積極 的 に 取 り組 んで い

る

学校 内で 私 を認 め て くれ る 先 生 が い る と思 う

在籍 して い る学校 に満足 して い る

学校 内 に 自分 の 本 音 や悩 み を話 せ る友人 が い る

　　 II．被 侵害 ・不適応得 点 〔cr−．84）
私 は クラ ス の 人 か ら無 視 さ れ る よ うな こ と が ある

私 は ク ラ ス メ
ー

トか ら，耐 え られ な い 悪 ふ ざけ を

され た こ とが あ る

私 は ク ラ ス や 部活 で か らか わ れ た りバ カ に され る

よ うな こ とがあ る

私 は授 業中 に 発 言 を した り先生の 質問 に 答え た り

す る とき冷やか され る こ とが あ る

私 は ク ラ ブ な どの 仲間 か ら無 視 され る こ とが あ る

ク ラ ス で 班 を作 る と きな ど，な か なか 班 に 入 れ ず

に 残 っ て し ま う こ とが あ る

私 は ク ラ ス の 中 で ，孤立感 を 覚 え る こ と が あ る

私 は ク ラ ス の 中で 浮い て い る と感じる こ と が あ る

私 は 休 み 時間な ど に ，一
人 で い る こ とが 多い

私は ク ラ ス に い る と きや部 活 を し て い る と き，ま

わ りの 目が 気 に な っ て 不安 や 緊張 を覚 え る こ とが

あ る

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

JapaneseAssociation  of  Educational  Psychology

528 ty ff b  mp \M  ee rg53ts M4e

    Abltonomous Motivation to Enter High School and  School

           Ady'ztstment : A  Short-Term Longitztdinal Study
         imoRu  iNlaG4s4Ku (CRADcL47E StrHooL aF  ConewwEMstvri  lltrrmlv sciewcEs CavlxERstTy oF 7SvKam)  AAu)
KcnvzliRo Aita1 CitvsllTu7E aF  ts?zHoLo(;1; ChNifvzERsrTy oF 1lscwbB4) 141vaNEsE JOrmAL oF  lit)u(MIIeMaL ks}ufaLoGK 2CV5  5a  5i6-528

  The  purpose of  the present study  was  to examine  factors leading to an  adaptive  transition from junior high
school  to high school.  (In Japan, compulsory  education  ends  with  the ninth  grade, and  high school  is
optional.)  High school  students  (N =480)  completed  questionnaires  3 times  : at  the start  of  their sophomore

year  in May, in October, and  at the end  of  the school  year  in March.  The  final sample  was  176 students  (82
males,  94 females), The results  showed  that having autonomous  motivation  to enter  high school  predicted
willingriess  to attend  school  and  satisfaction  with  school  life. On  the other  hand, the absence  ef  self-

determined motivation  to enter  high school  was  predictive of  maladjustrnent.  It was  suggested  that
continuing  one's  education  in high school  with  a sense  of  autonomy  could  lead to school  adjustment.

   Key  Words  : self-determination  theory, school  transition, motivation  to enter  high school,  school

adjustment,  high school  students


