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　本研 究 は
，

一
般 の 学 習内容 の 習得 プ ロ セ ス に 潜 在記憶 が 関わ っ て い る可 能性 に 着 目 した 。特 に ，潜在

記憶研 究 で報告 さ れ て い る ， わ ず か な学習 の 繰 り返 しの 効果が長期 に 保持 さ れ る事 実 か ら，一
般 的な学

習 の 効 果 が 長期 に わ た っ て 積み 重 な っ て い く こ と を 予 測 し ， そ の 予 測 の検証 を 目指 した 。 具 体的に は ，

習得 に 時間 が か か り ， 何度勉強 し て も な か な か憶 え られ な い と感 じ る 英単 語学習 に つ い て ， 高校生 を対

象 に 8 ヵ 月 に わ た る長期学習実験 を実施 し た 。実験で は，1〔）oo を超え る英単語の一
つ
一

つ に つ い て，学

習 と テ ス トが い つ 生起 す る の か ，ま た，学 習 と テ ス トの イ ン タ ーバ ル が ほ ぼ 等 し く な る よ う 学 習 ス ケ

ジ ュ
ー

ル をあ らか じめ制御 す る新 しい 方法論 が 導入 された。学習 者は コ ン ピ ュ
ー

タを使 っ た単語 カ ード

的 な学習 を自宅 で 継続 した。膨大 な反応 デ
ータ を集計 ，分析 した結果，自覚 で きな い レ ベ ル で ，学 習 の

効果が 積み 重 な っ て い く様 子 が 明確 に 描 き 出 さ れ た 。 考察 で は ，
こ の 事実 と 潜在記憶 の関係性が 指摘 さ

れ ， 新た に導入 さ れ た ス ケ ジ ュ
ーリ ン グ原理 の有効性が確認 され た他 ， 本研究の 教育的意義が示 さ れ た。

　キー
ワ
ード ：潜在記憶，目常の 学習，第 2 言語習得，ス ケ ジ ュ

ーリン グ，教育評価

問題 と目的

　近 年教育現場 で は ， 子 どもの 学習意欲 の 低 下 が 問題

と し て 取 り Eげ られ る こ と が 多 い 。本研究 は，そ の 原

因 の
一

つ と し て ， 子 ど も が 凵 々 の 学習の 効用 を 実感で

き な い で い る点に着 目す る 。 例 え ば ， 大学入 試 に 必要

な 英 単語 を 学習 す る た め に ，多 くの 高校生 は 単 語 本を

購 入 し日々 懸 命に 学習 を続 け て い る 。 し か し ， 学 習 の

必 要性 は 十分 理 解 し て い て も，実際 そ れ を継続す る こ

と は 難しい
。

そ の 大 き な 理 由 と し て
， 多数 の 英単 語 の

習得に は 時間が か か り， 何度勉 強 して もな か な か 憶 え

ら れ な い こ と を誰 もが 「実感 し て い る」点 に 注 日す る 。

　本 研究 は，新 たな ス ケ ジ ュ
ーリ ン グ 技術 を導入 す る

こ とに よ り，高校生 が 日常 的 に 行 っ て い る 1000語 を超
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　究 成 果 の
一

部 に 加 筆修 正 を加 え た も の で あ る、，

え る 英単語 の 学習 を対象と し て ，学習効果 を厳密 に 測

定 し
，

そ の 積 み 重 ね の 様 子 を 長期 に わ た り客観的 に 描

き出す こ と を目指 す。特 に ，一
夜漬 け的な学習効 果 を

排除 し た レ ベ ル で ，日 々 の 学習 の 効果 が 積 み 重 な っ て

い く プ ロ セ ス を明ら か に す る こ と を 目的と す る 。

一
搬

に ， 勉強に は積み 重 ね が大切 で あ る と い わ れ る が ， こ

の よ う な 学 習 プ ロ セ ス を 描 き 出 し て い る研 究 は み られ

な い
。

　近年 の 記憶研究で は，わ ず か な学習 の効果 が 自覚で

き な い レ ベ ル で 長期 に わ た っ て 保持 さ れ る事 実が 徐 々

に 明確 に な っ て きて い る （e、g．，　 K 〔｝lers，1976 ； Sloman ，

HaymaIl ．　Ohta，　Law ，＆ Tulving，1988 ；寺澤，1997 ；寺澤 ・太 旧，

19Y3 ；上 田
・寺澤、2UOS ）。

い わ ゆ る潜在記憶 と 呼 ばれ る も

の で あ る 。 例 えば，単語完成課題を用 い た SlOman 　et

al ．（1988）の 実験 で は ，単語学習 の 効果 が 72 週 間後 に 検

出 さ れ る こ と が ， また ， 間接再 認 テ ス ト（寺澤・太 田，1993）

を用 い た研究 で は， 2 ， 3 秒 と い っ たわず か な学習 の

繰 り返 し の 回 数 の 効 果が ， 数 ヵ 月 の イ ン ターバ ル 後 に

検出さ れ る事 実が 多数報告 さ れ て い る 時 澤 ．2〔川 参

照）。

　 も と も と潜在記憶 は，想起 意識 を 伴 わ な い 記憶 と さ

れ （Graf ＆ Schacter，1985）， あ る刺激項 目の学習経験 が ，

（学 習 エ ピ ソ
ー

ドの こ と を思 い 出 さな く と も） そ の 項 目 に 関

す るそ の 後 の テ ス ト成績 を上昇 さ せ る場合に そ の 存在

が 想定 さ れ る記憶 と い え る。っ ま り，勉強 し た こ と す

ら 思 い 出 せ な い 場合 で あ っ て も，あ る 内容 を勉強 し た
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こ とで そ の 内容 に関す る テ ス トの 成績が 上 が る 場合に

は潜在記憶が 現わ れ た と い う こ とが で き る 。

　 これ か らす れ ば，学 期末テ ス トに 比 べ て 出題範囲 が

広 く，学習 か ら か な り時間 が 経過 し て い る 内容 に 関 す

る問題 で 構成 さ れる，模擬 テ ス トや実力 テ ス トと い わ

れ るテ ス ト 似 後，実 力テ ス ト と呼ぷ ）の 成績 に 現れ る学習

の 効 果 は
， 潜在記憶 の 特徴 を持 っ と 考 え ら れ る 侍 澤，

1998）。 仮に そ う考え れ ば ， 学習の効果 を実感で きな い

英単語学習 の 効果 も潜在記憶的な特徴を持 つ と い え よ

う。つ ま り，英単語学 習 の 効果 も，自覚 で きな い レ ベ

ル で 長期 に 保持 され て い る可能性が 高 い 。そ の よ うな

学 習 の 積 み 重 ね の 効 果 を ， 目 に ．見 え る 形 で 生 徒 に

フ ィ
ードバ ッ ク す る こ とが可能 に なれ ば ， そ れ は教育

的 に 大き な意味を持 と う。そ こ で 本研究は，習得 に 長

い 期 間 を要 し ， 学習 の 効果 を 実感 し に く い 英単語 を材

料 と して ，自覚で きな い ような 日々 の 学習効果 の 積み

重 ね を長期 に わ た り厳 密 に 描 き 出す こ と を第 1 の 目的

とす る。

　 な お ， こ こ で特に 重点を 置 くの は ，

一
夜 漬 け の学習

効果 を排除 し た潜在記憶 レ ベ ル の 学習効果 を測定す る

点 で あ る。言語処 理 の 基盤 と さ れ る 意味記憶 は，一・
般

に 潜 在記憶 に 分類 さ れ （Schacter＆ Tulvi1・g，1994），顕在

記憶 と 潜在記憶 は そ の 特性 が 極端 に 異な る 事実 が 明 ら

か に な っ て い る （Rocdiger ＆ McDernlott，1993 ； 寺 澤 ・吉

田，2006）。 そ れ ゆ え ， よ り純粋な語彙習得の プ ロ セ ス を

描 き 出 す た め に は，潜在記憶 レ ベ ル で 学 習 プ ロ セ ス を

描 き出す必要が あ る 。 ま た ， 従来か ら潜在記憶の 測定

に は，顕在記憶 に よ る汚染 （c〔mtamination ）が 常 に 問題

と さ れ る が （林・太 田，2005）， そ れ は ま さ に ， テ ス トの 成

績 に
一

夜漬 け の 学習効果が 混 入 し て し ま う問題 を意味

す る 。 本研究は，顕在記憶 の 影響 を極力排除 し，潜在

記憶 レ ベ ル で よ り純粋 な語彙習得 の プ ロ セ ス を描 き出

す こ と を目指す 。

　従 来 の 第 2 言語 や 語彙 の 習得 に 関す る 実験研 究 で は ，

再生 や再認 テ ス トな どの 顕在記憶課題 を用 い
， さ らに

学習 直後 な ど比 較的短 い イ ン タ
ーバ ル をお い て 学習効

果 が 測 定さ れ る場合が 多い 。そ の テ ス ト成績 は顕在記

憶 を色濃 く反映す る こ と は明 らか で あ る。それ に 対 し

て，本研 究 は，学習 エ ピ ソー
ドの 想起 を直 接求めず，

さ ら に ，学 習 か ら 1 ヵ 月以上 の イ ン タ ーバ ル を あ け て

テ ス ト を繰 り返 す こ と に よ り ， よ り純粋な潜在記憶の

積み 重 ね を描 き出す こ と を 目指す 。 言語材料を 用 い た

顕在記憶テ ス トで ， 1 ヵ 月 を超 え る イ ン ターバ ル を 挿

入 し学 習効 果 を報告す る 研究 は ほ と ん どな い こ と か ら

も ， ほ ぼ純粋 な潜在記憶の積み 重 ね を描 き出す こ とが

で き る と 考 え る 。

　 と こ ろ で ，膨大 な学習 内容 を対象 に ，長期 に わ たる

学 習 の 積 み重 ね を描 き出す た め に は，従来 の 心理学 の

研究 法 で 考慮 さ れ て こ な か っ た 方法論上 の 問題 を解決

す る必要が ある。以下 で は，その 問題 に 説明 を加 え ，

そ の 解決法 を提案す る。

心理 学の研究法 に お い て未解決の 問題

　客観データ に 基 づ き ， 個人 や 集団の振 る舞い や 特性

を描 き出す こ と を大 き な強み と す る 心理学 に と っ て ，

教育 の 分野 で 客観的 で 利 用価値 の 高 い データ を提供す

る こ とは重要 な使命の
一

つ とい える。 とこ ろ が，古 く

か ら 「教育 心 理 学 の 不 毛性」 の 議論 が な さ れ て い る と

お り， 教育現場に役立 つ 情報 を心理学が十分提供 で き

て い な い と い う事実は 否 め な い 。ま た ，心 理学 の 研 究

の 中 で も，特 に 実験法 に 基 づ く実験室 的研究 は ， 得 ら

れ る知見 の 多 くが 社会的 な意義 を認 め に くい もの が多

く生態学的妥当性 に 欠 け る ． と い う批判 の 対 象 と な っ

た こ と は 周知 の こ とで あ る （e，9．，　Neisser，1988）。実験 室

的研 究は ， 人 間 の 認知機構を解明するため に 必 要不 可

欠な 人間 の 行 動 に 関す る 手 が か りを提供 す る と い う重

要 な 責務 を担 っ て い る点 で
， 短絡的な批判の対象 と は

な ら な い （寺澤，2005）。しか し
一

方 で ， 実験室研究が ，

教育 現場 で役立 つ 知見 を 十分提供 で き て い な い 事実も ，

や は り否め な い
。 以 下 で は ， 心 理 学が 教育現場 に 有益

な知見を提供す る た め に 解決す べ き問題 に 説 明を加 え

る。

　小学校 で 習 う漢字は IOOOを超え ， 大学受験 に 必要 と

され る英単語 も多数 に 上 る。単純 な学習内容だ け で も，

児童生徒が習得し な けれ ばな ら な い 学習内容は膨大な

数に 上 る 。 そ れ に比 し て ， 教育心理学 の 研究 で 用 い ら

れ る学習材料は 限定的 と い わ ざる を得な い 。学習 内容

を限定 す る こ とで ， 検討 す る 学習法 や 指導法の効果を

よ り厳密に評価 で き る メ リッ トが あ る
一

方で，得 ら れ

る 知 見 の
一

般 化 に は 常 に 疑問 が 付 き ま と う こ と に な る。

こ れ まで の 心 理学の研究 は ， 学習材料の 量 を限定 し ，

得 ら れ る 知見 の 信頼性 を保 障 して きたが ，

一
般 の 教育

現場 で 利用 さ れ て い る 学 習内容 をその ま ま研究対象 と

して ， な お か つ 得 られ る 知見 の 客観性を保 つ 方法は検

討 され て こ な か っ た 。

　 2 つ 目 の 問題 は よ り本質的 な 問 題 で あ る。す な わ ち，

教育は長 い 期間の 中で連続す る営 み で あ り， そ の中で

子 ど もは徐々 に 変化 し，そ の 変化 も連続的 な もの で あ

る 。と こ ろ が
， 心理学 の 研究の ほ と ん ど は ， ある時点

に お け る 反応 デ
ー

タ に 基 づ き子 どもの 状態を把握す る

方法論に 基 づ い て い る 。 例え ば学習 ・記憶研究 で は，
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学 習 の 効 果 を特定 の イ ン ターバ ル を お い て 測定 し ， そ

の 結果 か ら各種条件 の 効果 を議論 し て い る。学習 の 効

果 は イ ン タ
ーバ ル に よ っ て変わ る こ と は 明 ら か で あ り，

レ ミ ニ ッ セ ン ス の よ うな 現象 （辰 野 ，1966 ；寺 澤，2001 ） の

存 在 は ， 学習 の効果 が ，時間経過 に対 応 して ， 単調 に

減 少 し て い か な い 事実 を示 して い る。す なわ ち ， あ る

時点で 得 られ る結果 の み か ら ， 学習 に 関わ る条件や操

作の 影響 を議論す る こ と は ， 実際の学習場面か ら す る

と必 ず し も十分 と は い え な い 。

　 さ ら に ，

一
般 の 教育 場面 の ように，長 い 期間 を か け

て 何度 も同じ学習内容 を繰 り返 し学ぶ 状況 で は ， 「い

つ 」学習 を行 い ，そ れ か ら ど の く ら い の イ ン ターバ ル

を お い て テ ス トを行 うの か と い う条件が 大き な意味を

持 っ て くる。つ ま り，「い つ 何を行 う の か 」と い う ス ケ

ジ ュ
ール 自体 が，得 られ る結果 に 影響 を 及 ぼ す 要因 に

な る こ と を考慮 しな け れ ば な ら な くな る 。 こ れ ま で の

心理学 は ， 時 間軸上 に 本来無数想定 で き る ス ケ ジ ュ
ー

ル 条件を ， 極端に 限定 し精度 の高 い デ
ー

タを手 に 入れ

て き た と もい え る 。 本研究は ，
こ の制約 を取 り除 くた

め の 新 た な ア プ ロ ーチ を提案 し ， そ の有効性 を検証 す

る こ と を第 2 の 目的 とす る 。

ス ケジ ュ
ー

リン グ技術 の 導入

　
一

般的な学習場面 は ， 年単位で 想定 され ， な お か つ
，

一
つ
一

つ の学習内容 ご と に ， 多様な ス ケ ジ ュ
ール で 学

習は 生起 し て い る 。 上 述 した よ うに ， 心理 学の 研究に

お け る時間 的 な 制約 を排除す る た め に は ， 多様 な ス ケ

ジ ュ
ー

ル を独立変数的に 扱え る方法論が 必要 とな る 。

　心理学 に お い て ス ケ ジ ュ
ー

ル を扱 っ て い る研究 と し

て は ， 強化 ス ケ ジ ュ
ー

ル に 関す る研究 （e．g．，　 Reynolcls，

1975 浅野 訳 1978 ）， 分散 ・集 中学習 に 関す る研 究 （北 尾，

2002 参 照）な どが よ く知 ら れ て い る。しか し ， そ れ ら で

用 い られ て い る ス ケ ジ ュ
ール の 表現 や ， 制御方法 を ，

日常の 年単位 の 学習状況 に 適用す る こ と は難 しい 。

　 それ に 対 し て 本研究 で は ，

一
つ
一

つ の 学習 内容 （例 え

ば，1 つ の 英単 語 ） を繰 り返 し学習 す る状 況 を想定 し，そ

の 個 々 の 学習や テ ス ト と い っ た イベ ン トが，「い っ ど の

よう に」生起す る の か を ， 年単 位 で 制御 す る 方法 を導

入 す る 。 「何を ，
い つ

， どの よう に」学習者 に 呈示 す る

の か と い っ た条件 似 ド ス ケ ジ ュ
ー

ル 条件 と呼 ぶ ） を ， 学

習者 ご と，ま た 学習内容 ご と に 規定 し ， そ れ に 従 い イ

ベ ン トを生起 させ ，さ ら に対応す る学習者 の 反応デー

タ を収集 し て い く方法 で あ る
。

　寺澤 （2004，2006 ） お よ び寺 澤 ・太 田 ・吉 田 （20U7 ） は ，

現在使わ れ て い る ス ケ ジ ュ
ール の 表現法 の 冗 長 さ を指

摘 し，それ を解決 し，ス ケ ジ ュ
ール 条件問 の 比較 を可

能 とす る ス ケ ジ ュ
ーリ ン グ原 理 ，

お よ び ， 多様 な ス ケ

ジ ュ
ール 条件 に 従 っ て膨大 な 学習 コ ン テ ン ツ の 生起を

コ ン ピ ュ
ータ に よ っ て 制御 す る 具体的な 方法 を 示 し て

い る 。 紙 面 の 都合 で 十分説明 で き な い が ， 厳密な ス ケ

ジ ュ
ール 定義や表現法 を考案 し ，

コ ン ピ ュ
ータ を 用 い

，

詳細 な ス ケジ ュ
ー

ル に 従 っ て イ ベ ン トを生起さ せ ，そ

れ に 対応 さ せ て 反応 デ ータ を収集で き る シ ス テ ム に よ

り ， 膨 大 な イ ベ ン トの 生 起 を制御す る こ とが可 能 に

な っ て い る （寺澤 ・吉 田、2006 参照 ）。

　 本研究 で は，寺澤 （20  4，2006）の デ ー
タベ ー

ス シ ス テ

ム を用 い ，多数 の 英 単語の
一

つ
一

つ に つ い て ，年 単位

で 学 習 ス ケ ジ ュ
ール を 定義 ， 生成 し，そ れ に 従 い 学習 ・

テ ス トデータ を収集 し て い くこ と とす る 。

種 まき法

　 心 理 学が 膨 大 な学習材料 と ス ケ ジ ュ
ール を 扱 う必 要

性に つ い て は前述 した と お りで あ る が ， 両者が複合す

る こ と に よ り，新 た に 生じ て くる 問題が あ る 。 例 え ば，

通常 の 実験 法 で
，
1000 語 の 英単語 の

一
つ
一

つ を 4 回繰

り返 し学 習す る学習 を行 い
， 1 ヵ 月後 の テ ス トで その

効果 を 測定 す る場合 を考え て み る 。 そ の 場合 ， 学習 セ ッ

シ ョ ン で の べ 4000 の 単語学 習 が 要求 さ れ る こ と に な

る が，そ の よ う な 実験は実質的 に 不可能で あ る 。 そ れ

ゆ え ， 学習 セ ッ シ ョ ン を何 日か に 分散 させ る必要 が 出

て くる。と こ ろ が ， 学習 セ ッ シ ョ ン を分散 さ せ た場合 ，

テ ス トセ ッ シ ョ ン まで の イ ン ターバ ル が単語 に よ っ て

変わ っ て く る こ と に な る 。 学習 内容 が 少な け れ ば従来

の方法で厳密な イ ン ターバ ル の統制が可能で あ る が ，

多数 の 学習材料 の 利用 を前提 と し た場合に は ，
こ の よ

うな新 たな問題 の解決 が 必要 に な る 。

　 こ の 問題 に 対 し て ，本研究 で は次 の よ うな方法 を導

入す る。す な わ ち，分散 さ せ た 学習 セ ッ シ ョ ン に 対応

さ せ て ， 個々 の学習内容が 生起す る 順番が 等し くな る

よ うに テ ス 1・セ ッ シ ョ ン も分散 させ ， さ ら に 分散 し た

期間 の 中で ， 1 目 の 学習 と テ ス トの条件 を 可能 な 限 り

等 しくす る 方法 で あ る。言 い 換 えれ ば，実験期間 の ス

ケ ジ ュ
ー

ル の 中 に ，学習 と テ ス トイ ベ ン トを あ ら か じ

め 腫 を t く よ う に ）ス ケ ジ ュ
ーリン グ し て お き，学 習 イ

ベ ン トに 対応 す る テ ス トイ ベ ン トで 反応 デ
ー

タ を収集

し，テ ス トイ ベ ン トが 全 て終了 し た 時点 で （す な わ ち 種

ま きに 対応 す る 収穫 が 終 了 した 時丿1、1で ） そ れ まで の データ を ，

検討す る条件 ご と に ま と め て集計す る 方法で ある 似

後 ，種 ま き法 と呼 ぶ ）
。 種 ま き法 に っ い て は

， 方法 で 具体的

な手続 きを示 し つ つ 説明 す る 。

　以上 ま と め る と ， 本研究は学習か ら長 期 の イ ン タ ー

バ ル を お い て 学習効果 を測定 す る ス ケ ジ ュ
ール を 設定
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寺 澤 ・吉 田 ・太 田 ：英 単語 学習 に お け る 自覚 で き な い 学 習 段 階 の 検 出 5ユ3

し
，

い つ 勉強 し た の か 分 か ら な い 英単語学習 の 効果 が ，

潜在記 憶的 に ， 自覚 で きな い レ ベ ル で 長期 に 積 み 重

な っ て い くか 否 か を実験的 に 検討 す る 。 また ， それ に

よ り新た な ス ケ ジ ュ
ーリ ン グ法の 有効性の 検討 も行 う 。

方 法

　事前準備　高校生 を対象 と し ， 協力校 に お い て
，

コ

ン ピ ュ
ータ を利 用 し た 英単語学習 実験 に 参加 し た い 生

徒を募集 し ， 抽選 で 協力者 を決定 した。募集の 際 に は，

大学受験 に 必要 と さ れ る英単語の学習を コ ン ピ ュ
ータ

で行 い
， ほ ぼ毎 日 ， ／5 分か ら 20 分程度の 学習を ， 半年

間継続 で き る，や る気 と責任を持 つ 生徒 を募集す る 旨

を，ポ ス タ
ー等で周知 した 。 また ， 募集説明会を開催

し，潜在 記憶 に 関す る研究 の 知 見 の 他，学習 の 積み重

ね の 様 子 が 描 き出 さ れ る こ と が 予想 さ れ ，学習 を半年

間程度継続 し て も ら っ た 場合 ， そ の 結果が フ ィ
ー

ド

バ ッ ク さ れ る こ と を説明 し た 。 抽選後，参加者の 保護

者 に ，研 究 の 趣 旨 と概要，お よ び 生 徒 か ら収 集 さ れ る

反応 データの 扱 い 方 な どを説 明す る文書 を配布 し，得

られ た デ
ー

タ は 個 人 が 特定 で き な い 形 で 学術利 用 す る

こ と に 同意の 上 ， 生徒が実験 に 参加 す る こ と を了承す

る 旨 の 同意書 を回収 した 。

　実験参加者　茨城県内 の 公立高校 の 1 年生 24 名。

　学習環境 　実験 参加者の 家庭 に ノ ート型 の パ ーソ ナ

ル コ ン ピ ュ
ータ （NEC 　9821Nd2） を配 布 し ， そ の コ ン

ピ ュ
ータ，も し く は 自宅 に 同様 の コ ン ピ ュ

ータ が あ る

場合は 自宅の コ ン ピ ュ
ータ に ， 寺澤 （1994 ）の 学習 シ ス

テ ム に ス ケ ジ ュ
ーリ ン グ シ ス テ ム を組み 入 れ た 実験 シ

ス テ ム を イ ン ス トール し た 。 学習 内容 の 呈 示 や 教 示 ，

反応 の 収集な ど は，全 て コ ン ピ ュ
ータ を 通 じ て行わ れ ，

各種反応デ ータ は フ ロ ッ ピーデ ィ ス ク で バ ッ ク ア ッ プ

し 回収 さ れ た。

　予備実験　実験で 用 い る英単語 は ， 高校生が 日常的

に 学習 を行う英単語で あ る た め，実験以 外の 学習で，

そ の 単語 を学習す る機会 を排除 で きな い 。それ ゆえ ，

例 え ば ， 実験 で 用 い られ る 特定 の 英単語 が授業 で 学習

さ れ た 場 合 ， そ の 単語 の 成績 が
一

斉 に 上 昇 す る こ とな

どが 予 想 さ れ る 。 ま た ， 英単語に よ っ て ， ま た 学習者

に よ っ て そ れ ま で の 学習量 に 大 きな差があ る可能性が

高 い 。 そ こ で ， 本 実験 に 先 立 ち ， 利用 す る全 て の 英 単

語 に つ い て ， 熟知度評定 （1 ： よ くみ る
〜6 ； 全然見 ない の 6

段 階）を ，
コ ン ピ ュ

ータ 上 で ， 約 2週 間か け て 参加者 に

行 っ て も ら っ た 。 熟知度評 定に は ， そ の 刺激 と の 遭遇

経験 量 が 反映 さ れ る こ とが 明 ら か に さ れ て い る た め

（寺 澤，1995），熟知度データ を収集す る こ と に よ り，実

験以 前の 学習経験量 を あ る程度考慮 し て 学習条件へ の

振 り分 けが で き る と考 えた。また，学習者ご と に 異 な

る熟 知度 を基準 に して 英単語 を学習 条件 に 割 り振 る こ

と に よ り ， 全学習者 に共通 し て ， 特定の 単語が 特定の

学習条件に割 り振 られ る事態 を避 け る こ とが で き る 。

すなわ ち，実験 以外 の 学習 の 影響 を学 習条件 に 対 して

無作為化す る 方法 を と っ た 。

　 ドリル 学習 の 形態　Figure　1 に ，本研 究 で 基本 と す

る英 単語学習 （ド リル 学 習〉の 方法 を例示 した。ま ず コ ン

ピ ュ
ータ の 画面 に 英単語 が 1 つ 表示 さ れ る 。 そ の 時点

で学習者 は そ の 日本語の 意味を考 え， そ の 上 で い ず れ

か の キーを押す と， 画面下 に 日本語の 訳が表示 さ れ る 。

学習者 は そ の意味を見て ， 呈示 さ れ た英単語 を自分が

ど の 程度マ ス ターし て い る の か （すなわ ち 到達度 ）を， 4

段 階 で 自己 評 定す る こ とが 求 め られ た。評 定 は，「全 く

だめ 」で ある と判 断 すれ ば D の キ
ー

を，「だ め 」な ら

C ， 「もう少 し」な ら B ， 「よ い 」な らA の キ ーをそ れ

ぞ れ タ イ プ す る こ とが 求 め られ た 。英 単語 が 表 示 さ れ

て か ら評定キ
ー

を押す まで が 1回 の 学習 とされ，学習

は 学習 者の ペ ー
ス で 進 め られ た 。

　指標 　学習 の 効 果 を検出す る た め の 指標 と して
， 熟

知度評 定値，間接再認 成績 （ヒ ッ ト率 と虚 再認 率〉， お よ

び，英 単語学習 の 到達度 を自己評定 し た 値 な ど の 指標

を設 け た 。熟知 度評定値 と 間接再認 の 成績 は ， 学習か

ら長期 の イ ン ターバ ル 後で あ っ て も学習の効果 を検出

で き る 指標 で あ る こ とが ， こ れ まで の 研究 か ら 明 ら か

に な っ て お り （寺澤，1995，19E7 ；寺澤 ・太 田 、1993 ）， 学習 の

積み 重 ね の 効果 を確実に検出で き る指標 と し て 設 け ら

れ た 。 英単語学 習 の 到達度の 自己 評定値 似 後，自己 評定

値 と 呼ぶ ）は ， 今回初め て 用 い ら れ た 指標で あ b，上 記

ド リル 学習時に行わ れ た A ，B ，　C ，　D の 判断 をそれ ぞ

れ 3 ， 2
，

ユ
，

0 点 に 換 算 した もの が 用 い られ た 。
こ

の指標 は，

一
般 の 学習者 に とっ て 分 か りや す い 指標で

あ る が，潜在記憶の研究で は こ れ ま で
一

切用 い られ て

い な い 指標で あ る。 こ の 指標に 潜在記憶的 な学習の 効

果 が 検 出 で きれ ば，一
般 の 学習者 に対 して ， 潜在記憶

的 な 学習 の 積 み 重 ね の様子 を ， よ り分 か りや す く説明

す る こ とが で き る 。 そ の意味で 自己評定値は ， 本論文

で 特に注目す る指標で あ る 。 な お ，自己評定値以外の

指標を 設 け た 理 由 は ，長期 学習実験 に 参加 し た 高校 生

に ， 学習の効果が
一
切 フ ィ

ードバ ッ ク で き な い 状況 を

避 け る た め で あ っ た 。

ス ケ ジ ュ
ール 条件　 ス ケ ジ ュ

ール の 設定方法 は複雑 な

た め ， 具体的 に 単語数 な ど を あ げ て説明 を加 え る 。

　当初， 2 つ の ス ケ ジ ュ
ール を想定し，そ れ ぞ れ の ス
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ケ ジ ュ
ー

ル に お い て 学習 効果 の 積 み 重 ね を描 き出す こ

とが計画 さ れ た が ，
プ ロ グ ラ ム ミ ス の た め ， そ の う ち

1 つ の ス ケ ジ ュ
ール に 基づ く学習 デ ータ は分析対 象 と

す る こ とが で きな か っ た。その ス ケ ジ ュ
ー

ル に 沿 っ た

学習 イ ベ ン トは
， 残 る 1 つ の ス ケ ジ ュ

ー
ル の 学 習 に 対

して 直接影 響 を与えな い もの で あ っ たた め ， 以
．
トで は

説明 を省 く。残 さ れ た ス ケ ジ ュ
ー

ル 条件 は，学 習 回 数

条件 と して ， 1 日 の 中で の 反復 学習回数 が ユ回〜 8 回

の 8 条件が 設け られ ， イ ン ターバ ル が 1 ヵ 月 と な る条

件 で あ っ た 。こ の ス ケ ジ ュ
ール に 割 り振 られ た 英単語

は，計 768 語 で あ り，それ を 96 個 ず つ 8 つ の 学習 回数

条件 に 振 り分 けた。

　 こ こ で ， 従来の 学習 ・記憶実験の 方法 に よ っ て 1 ヵ

月前の学習の効果を検出す る場 合を想定 し て み る 。 そ

の 場合 ， ま ず，学習 セ ッ シ ョ ン 内で ，96 個の 英単語を

学習 回数 条件 （1回
〜8 回 ）に 対応 する数 呈示 し，さ ら に

1 ヵ 月後 の テ ス トで 768語 の 英単語 に つ い て 成績 を測

定す る必要が あ る。96 個を 1 回〜 8 回条件 に 対応 して

反復呈示 させ る と， の べ 3456個 の 英単語学習が な さ れ

る必要が あ る が ， それ を 1 凵で 実施 す る こ とは不可能

で あ る 。 そ れ ゆ え ， 学習セ ッ シ ョ ン を何 日 か に 分散さ

せ る 必要 が あ る 。 と こ ろ が ， 学習 セ ッ シ ョ ン を 分散 さ

せ る と今度は テ ス ト ま で の イ ン ターバ ル も変わ っ て し

ま う。こ れ が 前述 し た ，多数 の 材料 を使 っ て イ ン ター

バ ル を統制 す る 場合 の 障害 で あ る。

　 こ の 問題 を 解決 す る た め，ま ず，テ ス トセ ッ シ ョ ン

も学習セ ッ シ ョ ン と同様に 1 ヵ 月間に分散 さ せ
， さ ら

に学習セ ッ シ ョ ン で 学習 イベ ン トを 生起 させ た順番で ，

テ ス トイ ベ ン ト も生起 さ せ て い く 。 こ れ で 学 習 と テ ス

トイ ベ ン トの イ ン タ ーバ ル を 等 し くす る こ と が 可 能 に

な る。し か し，これ だ け で は 十 分 と は い え な い 。例 え

一．u

Figure　1　英単語学習 の 画面例

ば ， 8 回条件に割 り振 られ た 英単語の学習イ ベ ン トが ，

学習 と テ ス トセ ッ シ ョ ン の は じ め の 頃に 偏 っ て 生起 し，

1 回条件 の 学習 イベ ン トが あ との 方 で 生起 した場 合 は，

学習 に 対 す る慣れ や ， 干渉効果 な ど が異 な っ て 影響 す

る た め
， 正 確に学習囘 数の 効果 だ け を抽出す る こ と は

難 し い
。 さ ら に，学習回数の 条件の 組み合わ せ に よ っ

て は ， 1 凵 の 学習時間や テ ス ト時間 に 大 き な ば ら つ き

が 出て く る こ とが あ り ， 等し い 条件 下 で の 反 応が 収集

さ れ る と は 言 い 難 い 。

　 そ こ で
， 学習 セ ッ シ ョ ン と テ ス トセ ッ シ ョ ン （イベ ン

ト ユ ； ッ トと呼 S；） を さ ら に 小 さ な 期間 （条件 ユ ＝ ッ トと呼

ぶ ）に 分 け ， そ の 期間 の 中に ， 効果を比較 した い 条件を

均質に散 ら ばせ ， さ ら に ， 1 日の 学習や テ ス トで 生起

さ せ る イベ ン トの 数が ， 全て の 呈示 ユ ＝
ッ ト間 で 可能

な 限 り等 し くな る よ う に 条件 を配置 し た。

　 こ の 配 置 の 様子 を Figure　2 に 示 し た。図 は ，
ス ケ

ジ ュ
ー

ル を記述す る 最小 の 期 間 （呈 示 ユ ニ ッ トと呼 ぶ ） を

1 日 と し て ， 学習イ ベ ン トを分散さ せ る 期間 臼 ベ ン ト

ユ ＝ ッ ト）を 24 日 （一イ ン ターバ ル ）， 条件 ユ ニ ッ ト を 2 日

と して 各学習条件を配置 し た様子 を表 し て い る。 1 口

目 と 2 日 目 に あ る，（1、4，5，81 と （2，3、6，7） と い う数字 は
，

各 口に 配置 され る学習 回数条件 を表 し て い る。実験 で

は ， こ れ らの 条件 に それ ぞ れ 8個 ず つ 英単語 が 割 り振

られ た 。 す な わ ち ， 2 日間の学習が終わ る と ， 最初の

条件 ユ ニ ッ トに配置さ れ た 64 個の 英単語 の 最初の 学

習 イ ベ ン トが 完 了 し， 1 日 に 起 き る 掌 習 イ ベ ン トの の

べ 数は ど の 日も等 し くな る 。 3， 4 日目 は ， 1． 2 日

目 と学習 条件 の 生起順序が 逆 に な っ て い る が ，こ れ は

条件 ユ ニ ッ ト内 で の 生 起順序 の 効果 を カ ウ ン タ ーバ ラ

ン ス す るた め で あ る。結局 の と こ ろ ，
24 日が 終 了す る

時点 で ，64個 × 12 （条件ユ ニ ッ ト数）＝768個 の 英 単語 の

学習が ， ほ ぼ 等し い 学習条件
．
ドで完了 す る こ と に な る 。

さ ら に ， 2 ヵ 月目 （第 2 学 習サ イク ル ）に ， テ ス トイ ベ ン

トを 1 ヵ 月日 の 学習 イ ベ ン トに 対応 さ せ て 同じ 順序で

生起させ て い く。そうす る と， 2 ヵ 月 目の 1 日目が 終

了 する時点 で， 1 ヵ 月 目の 1 日目の 学習条件 〔1，4，5．8）に

対応 す る 反応 データ が 各条件 に 8 個ず つ 収集 さ れ る 。

2 ヵ 月目 の 2 日目が 終了 す る と ， 8 条件全て に 8 っ ず

つ の 反応データ が 収集 さ れ る こ と に な る。そ の 場合，

ど の 英単語 も，学習 か ら 等 し く 1 ヵ 月 の イ ン ターバ ル

が 挿入 された状態 で テ ス トが なされ る こ と に な る。こ

れ を繰 り返 す こ と に よ り， 2 ヵ 月 が 終 了す る 時 点 で ，

各学習条件に そ れ ぞ れ 8個 x12 （条件 ユ ニ ッ ト数 ）個の 反

応 データ が 収集さ れ る こ と に な り，そ れ ら の 反応 は 全

て ， 所定 の 学習 か ら 1 ヵ 月 の イ ン ターバ ル が 経過 し た
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Figure 　2　実験 で 設定 した ス ケ ジ ュ
ーリン グ の 詳細

時点で の 反応 に な る 。そ れ ゆ え，
2 ヵ 月 目 を 通 じ て 収

集 され る 反応 デ
ー

タを学習 回数条件 ご と に ま と め て 代

表値 を算出すれ ば， 1 回〜 8 回繰 り返 し な さ れ た 掌習

の 効果が ， 1 ヵ 月 の イ ン ターバ ル 後 に ど の 程度保 持 さ

れ て い る の か を知 る こ とが で きる。な お ，本研 究 で 学

習者 に 課す 自己評 定 は ， 学習 とテ ス トを兼 ね る特徴 を

持 っ て い る 。 す な わ ち ， 各英単語 と 日本語訳 に 対 し て

自己評定 を 1 度行 う こ とが 1度の学習に対応し ， な お

か つ ，そ こ で な さ れ る 評定値 が 成績 に 換算 さ れ る。そ

れ ゆ え ， 1 ヵ 月目の 学習 イ ベ ン トを ， 2 ヵ 月 目以降 も

同様 に 反復生起 さ せ る こ と で ， 学習イ ベ ン トを繰 り返

し生 起 させ て い く と同時 に ，テ ス トデータ も収集 さ れ

る こ とに な る。

　な お，一・
般 の 高校生 が 日常の 状況下 ，上記 の よ う に

計画さ れ た ス ケ ジ ュ
ール に 厳密 に 従 っ て 学習を進 め る

こ と は 困難で あ る。そ こ で ， 実験参加者 に は 1週 間 の

うち 5 口 間 は ド リル 学習 を行 い ，残 りの 2 日間 は 休 み

を入 れ るペ ース で 学習を進 め る よ う要 請 し ， 病気 な ど

が原 因 で 長 い 間学 習 が で き な か っ た 場合 は， 1 日の 中

で 2 日分 の学習を上 限 に し て学習 し ， 遅 れ を取 り戻 し

て も よ い 旨教示 した 。 データ の 回収は ， 学習開始後約

4， 7，12，14ヵ 月目に行わ れ た 。 6 ヵ 月分 まで は 可

能な 限 り予 定 さ れ た ペ ース で 学習 を 行 う こ と が 求 め ら

れ，それ以 降 は生徒の 任意の ペ ー
ス で の学習が求 め ら

れた。実際 に 学習 を行 っ た 日時欄 始終 ∫時刻 ）， お よ び

全 て の 反応 時間は ， 単語 ご と ， また学 習 ご と秒単 位 で

記録 さ れ た 。

　手続 き　 コ ン ピ ュ
ー

タを起 動 する と，そ の 日の 学習

が何 ヵ 月 目の 何 日目の 学習 に 対応す る の か が 表示 さ れ，
一

日分 の 学 習 リス ト （呈 示 リス ト と呼 ぶ ）が
，

ス ケ ジ ュ
ー

ル テ
ーブ ル を基 に 自動生成 された。刺激項 目 の 呈示 は

呈示 リス トに 従 い
， 以下 の 順 番 で 課題が呈示 され ， 参

加者は そ の課題に 反 応し て い く こ とが 求め られ た 。

　 1 ．熟知度評定 ：英単語の み が 画面 に 3秒呈示 さ れ，

そ れ が 消 えた後，そ の 単語 に っ い て の 熟 知度判断 が ，

予備実験 と 同様に 要 求 さ れ た 。リス トの 最初 と最後に ，

こ の 後説明す る再認テ ス トの 成績 を 調整 す る た め の

フ ィ ラーと な る 英単 語 が 3個 ずつ 配置 さ れ た 。

　 2 ．挿入 ドリル 学 習 ：熟知 度評定 で 呈 示 さ れ た 6 個

の フ ィ ラ
ー

英単語 に つ い て，下記 ドリル 学習 を 5 回ず

つ
，

の べ 30個の学習が要求さ れ た 。
こ れ は ， 次の再認

テ ス トの 成績 に 天 井効果 （ヒ ッ ト率） と床効果 （虚 再認率 ）

が 現 わ れ る こ と を 避 け る た め 設 け ら れ た 。

　 3 ．再 認 テ ス ト ：熟知 度評 定で 呈 示 さ れ た 英単語

（夕
一

ゲ ッ 1・）に つ い て の old
−
new 再認 テ ス トが要求 さ

れ た 。テ ス ト リ ス トに は ， ターゲ ッ トに加え て ， 熟知

度評定で 呈 示 さ れ て い な い 英単語 （デ ィ ス ト ラ ク ター）が

同数含 ま れ た 。 こ の ターゲ ッ トお よ び デ ィ ス ト ラ ク

タ ーに 対 す る ヒ ッ ト率 と 虚再 認 率が ， 前 述 し た 間接再

認テ ス トの指標 と な る （寺澤 ・太 田，1993 ）。

　 4 ．ド リ ル 学習 ：そ れ ぞ れ の 単語 が 学習回数条件 に

対 応す る 同数 ， ラ ン ダ ム に 呈示 さ れ ， 前述 した単語 カ ー

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

5］6 教 育 心 理 学 研 究 第56巻 第 4 号

ド形式 の 学習が 要求 さ れ た 。 ドリル 学習 は
， 任意 の 箇

所 で 終了 して も， 再度 シ ス テ ム を起動 すれ ばその 箇所

か ら同様 に再開で き る よ う に な っ て い た 。

　材料　広 く
一

般 に 用 い ら れ て い る市販 の 大 学受験 用

参考書 に 記載 さ れ て い る英 単語 1279語が 用 い ら れ ， H

本語訳 は ，品詞 な ど を考慮 せ ず，掲載 さ れ て い る 日本

語訳 の み ， そ の まま全 て 呈 示 され た。

　予備実験 で学習者が評定 した熟知度 を基準 に ， 学習

者 ご と に 全 て の英単語が熟知度の 高 い 順 に 並 べ ら れ た 。

まず ， 熟知度 の 高 い 方よ り 204単語が ， 本論文で 分析

対象か ら はず した ス ケ ジ ュ
ー

ル 条件 に 割 り振 ら れ，さ

ら に 続 い て
， 直前 の 再認 テ ス トで デ ィ ス ト ラ ク ターと

して 利 用 された英単語 （D 条件 単語 と呼ぶ ）が 408語 ， 同

じ くタ
ー

ゲ ッ ト と し て 利用 さ れ た 英 単語 （T 条件 単語 と

呼ぶ ）が 408語そ れ ぞ れ順 に抽出さ れ た 。 さ ら に ， D 条

件単語 とT 条件単語 の そ れ ぞ れ か ら，本研究 と直接関

係 の な い 指標 に 用 い ら れ る 単語 を 除 い た，384語 が そ

れ ぞ れ ラ ン ダ ム に 抽 出 された。D 条件単語，　 T 条件 単

語 それぞれ で
， 抽 出 され た 384語 を ラ ン ダム に 8 つ の

セ ッ ト に 分 け ，
1 回か ら 8 回 の 学習回数 条件 に 割 り当

て た 。 そ の 結果 ， D 条件単語と T 条件単語 で ， 各学習

回数条件 に 割 り振 ら れ た 単語数は，そ れ ぞ れ 48語 と

な っ た。こ の 48 語 が ，さ ら に Figure　2 に お け る 12 の

条件 ユ ニ ッ トに 4 単語ず つ 均等 に 割 り振 ら れ た 。 毎口

の ドリル 学習 で 呈示 さ れ る 英単語 の ，条件 ユ ニ ッ ト内

で の学習 回数条件の 配置 は ，
Figure　2 に 示 した とお り

で あ る。例 えば，各 月 （イ ベ ン トユ ニ ッ ト）の 1 日目の 呈

示 ユ ニ ッ ト内で は ， D 条件単語 ，
　 T 条件単語 そ れ ぞ れ

の 中 に， 1 ， 4 ， 5 ， 8 回 の 4 条件が 配置 さ れ ，D 条

件単語 とT 条件単語 と も に 学習回数条件 ご と 4 単語ず

つ 割 り振 ら れ た 。そ の 結 果， 1 日 の 中 で ， こ の ス ケ

ジ ュ
ール 条件 の 単語 が ， ドリル 学習 で 生起 す るの べ 数

は，D 条件単語 ，
　 T 条件単 語 の そ れ ぞ れ で， 4 ＊ （1＋

4 − 5．1．S）＝ 72個の計 144語 と な っ た 。 そ れ に加 え て ， 分

析対象か ら は ず し た ス ケ ジ ュ
ー

ル 用 の ド リル 学習 と し

て，の べ 60〜63個 の 単語 が 1 凵 分 の ド リ ル 学 習 に 別途

呈示 さ れ た 。ドリル 学習 で 呈 示 さ れ る単語 の 呈 示順 序

は ラ ン ダム に され た。そ の 結果， 1 日あた りの の べ の

ド リル 学習単語数は ， 204〜207語 と な っ た 。

結 果

　 ドリル 学習 の 自己評定値 は，キ観的 な判 断が入 り込

む余 地 が 大 き く，厳密性 に 欠 ける可能性 も高 い 。しか

し ，
こ の 指標 は

一
般 の 教 師 や 学習者 に と っ て ， 格段 に

分か りや す い 指標で あ る 。 学習の 積み 重 ね の効果を描

き出 し
，

そ れ を学習者 の 学習意欲 向．ヒへ つ なげ る こ と

を 目指す場合 に は，何 よ りも
一

般 の 生徒 で も分 か りや

す い 指標で 学習の積み 重 ねが描 き出 され る こ とが 望 ま

し い
。 そ こ で ， 本論文 で は ， ド リル 学習 の 自己評定値

に 焦点を当て ， 学習 の積み重ね が検出さ れる か 否 か を

検討 す る 。な お ，そ れ 以 外 に 設け た 指標 の うち 熟知度

に 関 して は寺 澤 ・太 田 （1998 ），間接 再認 テ ス トの 指標 に

つ い て は 寺澤 ・太 田 ・小 山 ・岩井 〔1998），反応時間 に 関

し て は寺 澤 ・吉 田 ・太 田 （Leoo で そ れ ぞ れ 結果 の
一

部

が報告さ れ て い る 。 ま た ， 本研究 の 全体像は寺澤
・太

田
・吉出 （2007） で 紹介 さ れ て い る。

　以 卜，
ス ケ ジ ュ

ー
ル に 沿 っ て 8 ヵ 月分以 ．ヒの 学習を

完 了 した 15名 の 実験 参加者 の デ
ー

タ に 基 づ き結 果 を

示 す。な お ，高校生 が 実際 に 学習 した期間 は ， 6 ヵ 月

分の ス ケ ジ ュ
ール が終了 し た 時点 で ，

177 日〜184 日 の

範囲で 中央値 は 179 日 （約 6 ヵ 月）
， 8 ヵ 月分 が 終了 し た

時点 で，225 日〜371H の 範開 で 中央値 は 272 冂（約 9ヵ

月 ）で あ っ た 。 学習 の ペ ー
ス が 任意 に な っ て か らペ ー

ス

に 大 きな ば らつ きが 生 じ た と い える。

　 D 条件 単語 と T 条件 単語 は
， 直 前 に 英単語 に 関す る

熟知 度評定 を受 けた か 否 か と い う点 と ， D 条件単語 よ

り も T 条件単語の 方が 当初の熟知 度が 低か っ た点で 異

な る、そ こ で ，両者の 違 い も考慮 し 分析 を行 っ た。D

条件 単語 とT 条件 単語 ご と の ， 学 習 サ イ ク ル と学習 回

数条件 に 対す る 自己評定値 （複 数 回 条 件 で は 最 初 の 評 定 値）

の 平均値 に つ い て， 8 （学習サ イ ク ル ニ1〜8）× 8 （学習 回

数 ：1 同
〜8 回）× 2 （単 語条 件 ：D 条件，T 条件 ） の 3 要因 の

被験 者内計画 に よ る 分散分析を 実施 した 結果 ， 学習 サ

イ ク ル と 学習同数の 要因 ， お よ び学習 サ イ ク ル と単語

条件 の 要因 の 間 に ，そ れ ぞ れ有意 な 交互作用 が 認 め ら

れ た （それ ぞ れ，F （49，6S6）．11．54，　P 〈 ．Ol ； F （7198）＝10、23，

p〈 ．OD 。学習回数 と単語条件 の 交万 作用 ， お よび 2次 の

交 互作 用 は 有意 で は な か っ た CF（7、98）− 0．51，，　 p ＞ ．1 ；

F 〔49，686）− 0．99，　p ＞ ．1＞
。

2 次 の 交互 作用 が 有意で な か っ

た た め ，単語条件の 要因を こ み に し た 場合 の 学習 サ イ

ク ル と学習 回数 に 対す る 自己 評 定値 の 変化 を Figure

3 に 示 した。

　 まず学習 サイ クル と学習回数 の 交互作用 に っ い て 単

純効果の検定 を行 っ た 。 そ の 結果 ， 学習同数の 要因 の

全水準で学習サ イ ク ル の 効果が 1 ％水準で 有意で あ っ

た。学習回数 1 ， 2 ， 3 ， 4 ， 5 ， 6， 7 ， 8 回 の 水

準 に お け る学 習サ イクル 効果 の F 値 は，24．17， 24．89，

44 ．60，40．74，48 ．14，48．：ll，50．42，54，02 で あ っ た

（cUl’df：は 全 て 7！98）。ま た ， 第 1 ， 第 2 サ イ ク ル を除 く

学習サ イ ク ル の 全 て の 水準で ， 1％水準の有意な 学習

N 工工
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Figure　3　学習サ イ ク ル と学習回数に対す る 自己評定得点の 変化

　 　 　 　 　 　 （T 条件 とD 条件 の 単語 を込 み に し た データ ）

回数の効果が認め られ た 。 学習サイ ク ル （1〜8 サ イ クル ）

の 各水準 に お け る 学習 回数 の 効果 の F 値 は そ れ ぞ れ ，

1．13，　1．15，　5，74，　8．97，　14．70，　15．61，　14．11，　17．30

で あ っ た （d／／df，は 全 て 7／98）。同様に ， 学習 サ イ ク ル と

単語条件の 交互作用 を分析 し た と こ ろ ， 第 1 ， 第 2 サ

イ ク ル に お い て ， 単語条件の 有意な単純主効果が 認め

ら れ （それ ぞ れ、F （1．14）＝6 ．97，　 p 〈 ．  5 ； F （1．14）一6、75，

P＜ ．  ，そ れ 以 上 の サ イ ク ル で は有意な効果は認め ら

れ な か っ た 。 Figure　3 か ら も分か る よ う に ， 学習サ イ

ク ル が増 え る に 従 い
， 自己評定値が上 昇 し て い くこ と

は 明 ら か で あ る 。

　 と こ ろ で ， 第 1学習 サ イ ク ル の データ に は ， 実験以

前の 学 習経験 の 影 響 が 現 れ て い る。そ こ で ，実験以 前

の 学習経験 の 影響 を排除 し学習効果 を検討 す る こ と に

した。な お
， 先 の 分 析 で 2次 の 交互作用 が 有意 でな か っ

た こ と よ り，一
般 的 な 単語学習状況 に 類似 し，直 前の

英単語 の 熟知度評定 を受 けて い ない ，D 単語条件 に 限

定 し分析を行 っ た 。

　第 1学習 サイ クル の 学 習回数条件ご と の 各学習者 の

評定値 の 平均 をべ
一

ス ラ イ ン と して ，それ ぞれ の 学習

サ イ ク ル と学習回数条件 ご と に変化量 を学習者 ご と に

算出 し ， そ れ ら を平均 し た値 と標準偏差 を Table　1 に

示 した 。 7 （学 習サ イ ク ル ；2〜8）× 8 （学 習 回数 ；1 回〜8 回）

の 2 要因の被験者内計画 に よ る 分散分析 を 実施 し た結

果 ， 有意 な 交互 作用 が 認 め ら れ た （F （42，588）− 7．30，

p ＜ ．（｝1）。単純効果 の 検定 を行 っ た と こ ろ ， 第 2学習 サ イ

ク ル に お け る学習回数の 要因の効果が有意で な か っ た

他は ， 両要因の 全 て の 水準で有意な 単純主効果が 認め

ら れ た 。 LSD 法 に よ る多重比 較
2
を行 い ，結果 を概観 し

た と こ ろ，学習 回数 の 効果 は，第 5 学習 サ イクル 以降

に お い て 学習 回数 が 5回以上 の 条件 で 認 められ な くな

る 傾向が あ っ た。

Table　1 第 1 学習サ イ ク ル を べ 一
ス ラ イ ン と した 自己評定値 の 変化量 の 平均 （D 条件 単語 の み）

サ イク ル （1 サ イ ク ル ； 1 ヵ 月）

学 習回数 条件 2 3 4 5 6 ［
’ 8

回

回

回

回

回

回

回

回

12345678 O．15（0．19）
O．15（〔〕，21）
0、17（0．2臼）

0、19（0．23）
0．21（0．20）
0．23 （0，21S）
0．18〔0．22）

O．22（0．22）

  ，20（0．24）
（）．27（〔［．22）
  ．26（0．23）
  、28（0．22）

  ．32（0、25）
〔，．32（o．23）

O ．37（0．27）

0．42（0．23）

0．44（〔｝，33）
0．48〔0 ．33）
0．59（〔｝、35）
o．51（〔，．29）
0．58（0．35）
〔工．67〔0 ．35）
0．56〔0 ．37）
O．67（U．44）

0．56（【［．37）
0．67 （0．’t4）
O．73（0．40）
o．82 （o．43）

0．95（0．45）
0．96（0．36）
0．95 （0．42）
（L97 （0．42）

D．63（0．42）
0 ．71 （0．49）
0．84（0．45）
1．〔，3 （〔｝．54）

1．12（0．52）
1．09（0．5  ）

1．10（0、51）
1．15（0．54）

〔｝．65（o．45）
O．75〔0 ．51）
O．92（0．51）
1．03〔｛，．53）
1．09（0．53）
1．12〔（，．51）
1、08（0 ．51）
1、16（0．51）

｛｝．76（〔）．46）
  ．83 （o．52）
1．04（0．49）
1、IS（0．59）

1、33（0．55）
1．32（（，．54）

且．28 （0．54）
1．41 （0、5S）

（ ） 内 は標 準偏 差

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

518 教 育 心 理 学 研 究 第 56巻 第 4 号

Tab 且e　2　第 1 学習 サ イ ク ル と各サ イ ク ル に お け る 1回学習条件をべ 一ス ラ イ ン と した 自己評定得点 の 変

　　　 化 （D 条件 単 語 0）み ）

サ イ クル （1サ イ ク ル
ー1 ヵ 月 ）

学 習回 数 条件 2 3 4
屠
D 6

冖
「 8

回

回

48 0．04（0，ll）　　　0．08（0．14）　　　O．15（0．22）　　　〔｝．26（O．28〕　　　〔〕．4  〔0．40）　　　0．3B（0．36）　　　〔｝、43（0．38｝
0，07（O．09）　　　0，22（0．16）　　　0，34（0，25）　　　0．41 （0．28）　　　0．52 〔D．36）　　　D．51 （0 ．35）　　　1｝．65（〔〕．45）

（ ） 内は標準 偏差

　 さ ら に こ こ で ，自己 評定値は 主観的な 判断結果 で あ

る ため ， 判 断基 準 が そ の 日 ご と に 異 な る可能性 が あ る。

例 えば ， 学習期間 が 長 くな る ほ ど， 何 と な く分 か る よ

う に な っ て きた気 に な り， 評 定が 甘 くな っ た結果が

データ に 現 れ て く る可能性が あ る 。 そ こ で ， 主観的な

判断バ イ ア ス の 影響を排除 し て学習の 効果 を検討す る 。

す な わ ち ，学習回数が 1， 4， 5， 8 同条件 の 学習 は

ど れ も同 じ H に な さ れ る た め，日々 の 判断 バ イア ス の

影響 を同程 度受 け て い る こ と に 注 目 し ， 1 回条件 を基

準 と して 成績 が ど の よ う に 変化 す る の か を検 討 す る。

以下で は ， 学習効 果を把握 しやす い
， 4 回 と 8 同条件

に 限定 し，そ の 変化 を検討 す る。

　上 記，第 1サ イ ク ル の 評定値を ベ ー
ス ラ イ ン と し た

変化量 を個別 に 算出 し，さ ら に ，学 習 サ イ ク ル ご とに ，

4 同 条件 と 8 回条件 の 変化量 か ら 1 回条件 の 変化量 を

そ れ ぞ れ 引い た値 を被験者 ご と に 算出 し ， そ れ ら の 平

均値 と標準偏差 を Tab 】e　2 に 示 した。 2 （学習 回数 ；4 回，

8 回〕× 7 （学習 サ イ ク ル ：2〜S） の 2要 因 の 被験 者 内計画

に よ る分散分析 を実施 し た 結果 ， 有意な 交互 作用 が 認

め られ た （F （6，84）＝Z．87，P〈 ．05）。単純効果の検定を行 っ

た と こ ろ
， 第 2学 習 サ イ ク ル に お け る学 習回数 の 効果

を除 く両要 因 の 全 て の 水準 で 有意 な単純 主効 果 が 認 め

られ た。そ こ で，学習回数条件 ご とに ，
LSD 法 に よる

多重比較を行 っ た と こ ろ ， 4 回条件で は ， 第 2 サ イ ク

ル と第 3 サ イ ク ル の 問 似
’
下 2−3 と表 記） の 他 t2

−4，

3−4，4−5，5−7，6．．7，68 ，78 の サ イ ク ル 間 で ， 81 口1

2
　 本研 究が LSD 法 を 多重比 較 に 利 用 し た理 由は 2 つ あ る。ま

　ず，本 分 析 で 必 要 な 多数 の 条件間 の 多 前 比 較 を行 う こ とが 可 能

　な統 計 ソ フ トが，JavaScript−STAR （作 者 ：田 中敏 中野博 幸）

　 と い う統計 ソ フ トに 限 ら れ，そ こ で 提供 し て い る 多重比 較 の 方

　 法が LSD 法 で あ っ た こ とが あ げ ら れ る。さ らに 大 きな 理 由は，
　本研 究 で は ，学習 回数 と 学 習サ イ ク ル の 要 因の 効果 の 有 無 を厳

　密 に 検討 す る 以 Eに，全 般 的 な傾 向 を把 握 す る こ とが 重 要 とい

　 う認 識を 持 っ て い る こ と に よ る。本研究は，従来の 研究 と異 な

　 りt 多数 の 被 験者 内要 因の 組 み 合 わ せ で 様 々 な 分析 が 適 用 で き

　 る時 系列 デー
タ が 収 集 さ れ る の が 特徴 で あ ワ，そ の よ うな 分析

　 ツ
ー

ル が 未 開 発 で あ る こ と。ま た，個 人 デ
ー

タ の 増 大 に 伴 っ

　 て．平 均値 の検 定 をす る こ との 意義 が 相 対的 に 低下 す る 可能性

　が指 摘さ れ る。

条件 で は，3−4，4−5，56 ，57 ，6．．7，6−8，7−8 の サ イ

ク ル 間で 学習サ イ ク ル の 有意 な効果が 認 め られ ず ， そ

の 他は有意な差が 認 め ら れ た 。 これ よ り ， 第 6 ， 第 7 ，

第 8 サ イ ク ル に お い て学習の 積み 重 ね が抑 え ら れ る傾

向が 読み 取 れ る 。

　な お ， 4 同 と 8 同条件 間 の 差 は，毎サ イ ク ル ご と に

4 回余分 に な さ れ る 学習 の 累積的 な効 果 を示 し て い る

は ず で あ る が ，今 回 の 結 果 を見 る 限 り そ の 差 は大 き く

広 が っ て い る とは い えな い 。一・
方 4 回条件 と 1 同条件

の 差 は ， 第 6サ イ ク ル あ た り ま で は 順調 に 増加 し て い

る 。 これ よ り ， 毎 日 の 4 回 を超 え る学習の効果は ， 自

己評定値 に は そ れ ほ ど顕著に 現 わ れ な い 可能性が 高い

と い え る。た だ ， こ れ ら の 結 果 は
， 学習 が 完了 す る時

点 まで の データを見な けれ ば
一
般 化す る こ とは 難 しい 。

考 察

　本研究 は ， 学習効果 をな か な か 実感で き な い 英単語

学 習 を ターゲ ッ トに ，潜在記憶 の 知 見 を 基 に 学習 の 積

み 重 ね の 効果 が検 出で きる こ と を予想 し， 実際 の 教育

場面 で 用 い ら れ て い る 多数 の 学習 コ ン テ ン ツ を 用 い た

長期学習実験 を実施 し た 。 実験 で は ， 多数 の 学習材料

の
一

つ
一

つ に つ い て ， 学習 と テ ス トの イ ン ターバ ル を

等 し く 1 ヵ 月 とし， 運続 して学習効果を測定 して い く

新た な 実験計画法 と ス ケ ジ ュ
ー

リン グ技術が 導 入 され

た 。 以 下 で は ， 潜在記憶 と単 語力 の 関連性 ， 新た な方

法論 の 有効性 ，教 育的意義 に つ い て 考察 し て い く。

マ イ ク ロ ス テ ッ プの 存在

　実験 以前 の 学習経験 と ， 日々 変 化す る 可能性 の あ る

判断バ イ ア ス を排除 し た ， 実質的な 学習効果を 表 す と

考え ら れ る 自己 評 定値平均 の 変化量 の 差 （Table2 ｝の 分

析結果 を見る限 り，学習 の 効果 は 少な く と も 6 ヵ 月程

度 は 積 み 重 な っ て い くと い え る 。 仮 に
， 単語 カ ー ド的

な学習の効果が 1 ヵ 月程度 しか保持 さ れ な い とす れ ば，

Table 　2 に 見 ら れ る よ う な積み 重 ね は検出 さ れ な い は

ずで ある 。 すなわ ち，一般 に 単語力 とい われ る もの が，

潜在 記憶 的な特徴 を持 ち ， 自覚 で きな い レ ベ ル で 徐 々

に 上 が っ て い く特徴を持 つ こ とが 示 さ れ た と い え る 。
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寺澤 （19．・9．・8）は ，
こ の よ うな自覚 で きな い 学習段階 を マ

イ ク ロ ス テ ッ プ と呼 ん で い る が ， そ の存在が 本実験で

検証 さ れ た とい え よ う 。

新たな方法論 の 有効性

　現在
一

般 的 に 行 わ れ て い る 実力 テ ス トで は ， 多 くの

学習 内容 か ら
一

部 が 抽出 され て テ ス トが 構成 され るた

め ，抽 出時 の 操 作 で 難易度 が変わ っ て き て し ま う 問題

が あ る 。ま た ，テ ス トの 中 に は，例 え ば 1 日 前 に 学習

し た 項 目や ， 1 ヵ 月前 に 学習 し た項 目が 混在 し て い る

な ど ， 学習 とテ ス トの イ ン タ ーバ ル は
…

切 考慮 され て

い な い
。 現在教育現場 で 行わ れ て い る テ ス トの 成績に

は， こ の ような剰 余変数 をは じめ一夜漬 けの 学習効果

（顕 在 記 憶 ） の 影響 が 色濃 く現 れ て い る。そ れ に 対 し て ，

本研究 で は種 まき法 を導入 し，膨大 な学 習 コ ン テ ン ツ

の
一

っ
一

っ に っ い て ， イ ン タ ーバ ル が等 し く，また長

期 に な る よ う統制 を加え た結果 ， か な り純粋 な潜在記

憶 レ ベ ル の 学習段 階 を詳細 に 描 き 出す こ と に 成功 した

と い え る。見方を変えれ ば，単発 の テ ス トの み で 到達

度 を測 定す る従 来 の 学習実験や教育評価 と異 な D，学

習 とテ ス トを融 合 させ ，到達度 を連続測定 す る こ とで ，

測 定精 度 を大 幅 に 引 き 上 げ る こ と が で きた と い え る

〔池 田．2DOO参照 ）。

　ただ し， 前述 した種 まき法 は ， あ くまで イ ン タ
ーバ

ル を統制 す る た め の ス ケ ジ ュ
ーリ ン グ原理 を表 す もの

で あ り ， 実際に 1000 を超 え る 英単語 の
一

っ
一

っ に っ い

て ， Figure　2 に 示 す よ うな条件配 置が可能 に な る よう

ス ケ ジ ュ
ール を生 成 し，そ れ に 従 い 学習 や テ ス トイ ベ

ン トを生起 さ せ ， 反応デ ー
タを収集 ， 記録 ， 分析す る

た め に は，別 の 研 究の 枠組 み が 必要 と な る。本研 究で

収集 さ れ た 反応 デ
ー

タ は 学習者
一

人 あ た りで ，数万件

に 及 び 仮 応 時 間 も含め れ ば そ の 倍）， そ の どれ もが
， 学習

と テ ス トの イ ン ターバ ル な どの 生起 タ イ ミ ン グ が統制

され た時系列 デ
ー

タであ る 。 そ の ようなデ
ータ を収集

す る ため に は，何 万 とい うイベ ン トの 生起 をあ らか じ

め ス ケ ジ ュ
ーリ ン グす る た め の 方法論 と ， そ れ を実現

す る コ ン ピ ュ
ータ シ ス テ ム が 不 可 欠 で あ る 。 ス ケ

ジ ュ
ーリ ン グ原 理 に っ い て は 寺澤 ・太 田 ・吉 田 （2007 ）

に ， ま た そ れ を コ ン ピ ュ
ータ シ ス テ ム と し て 具 体化 す

る 処 理 の 流 れ は 寺 澤 （2 04，2006） に 示 さ れ て い る。

学習効果は単調増加 するか

　Table 　 2 に み ら れ る よ う に
， 自己評定値 に 現 れ る 実

質的な学習効果の積み 重 ね は ， 半年を越え た時点で そ

の増加 に ブ レ ーキ が か か る ， も し くは
一

時的 に 低下 す

る傾 向が 見 て 取 れ る 。 こ れ は，
一

般 に い う と こ ろ の プ

ラ ト
ー

に 対応 す る と 見なす こ と もで きる。例 えば， 4

回条件 と 8 回条件 と もに 自己 評定値の 変化 量 の 平均値

が第 7 学習サ イ ク ル の 時点で低下 し て い る 。 こ の 事実

は ， 第 6 サ イ ク ル ま で 各月 に 1 回ずっ 学習 して き た 単

語 に 対す る 自己評定値の 伸び の 程度と， 4 回 も し く は

8 回 ず つ 学習 し て き た 単語 の 伸び の 程 度が ， 7 サ イ ク

ル 目 に 逆転す る こ と を意味 し て い る 。

　 こ の 結果 に 対 し て は，自己 評定 と い う指標が 等間隔

で な い 可能性 や ， 6 ヵ 月 以 降 の 学 習ペ ー
ス が 学習者 に

任 された こ と に よ り何 ら か の 影響 が 現 われた可能性 が

考 え ら れ る。今後 ， 研究 を重 ね 慎 重 に 検討 し て い くこ

と が 必 要で あ る 。 た だ し ， 今回描 き出さ れ た 学習の繰

り返 し の 効果 は，か な D純粋な潜在記憶の特徴 を反映

し た も の と い え る。ま た ，従来 か ら，学習 の 繰 り返 し

の 要因 に 対 して 潜在記憶 が顕在記憶 とは か な り異 な る

挙動 を示 す こ と が 知 られ て い る。そ こ で，以 ドで は 潜

在記憶研究 の 知 見を 基 に ， 描き出 さ れ た学習効果の積

み 重 ね に 考察 を加 え る 。

　
一

般 に ，潜在記憶課題 の 成績 に は，
一

度 の 学習効果

（プ ラ イ ミ ン グ 効果 ）は顕 著 に 検出 され て も，それ以上 の

反復 の 効果 が 出 に くい こ とが知 られ て い る （R ・ediger ＆

McDermott ，1993）。また，寺 澤 （1997，20  1）を は じ め ，本

実験 で 別途実 際 に 得 られ て い る 問接再認 テ ス トの 成績

に お い て も，学 習回数 に対 し て 成績が 単調 に 増加 せ ず ，

低下 す る 方向 で も変化 す る 事実 が 示 され て い る （寺 澤・

太 田 ・・」・山 ・岩井，19．　98＞。さ ら に ま た ， 単純接触効果 の 実

験 パ ラ ダイ ム に お い て ， 遭 遇時 か ら数 ヵ 月 と い う長期

の イ ン タ ーバ ル を挿 入 し，顕在記憶 の 影 響 を 排除 し た

状況で 好意度評定が求め ら れ た場合 ， 刺激に対す る好

意度が 遭遇 回数 に 対 し て 上 下動す る 事実な ど も明 らか

に な っ て き て い る （梶 ヒ・、｝澤 ・原 ，2DO2；き澤 12001参 照 ）。

す なわ ち ， 学習 か ら長期 の イ ン タ ーバ ル を挿入 して検

出さ れ る学習の 反 復効果 は ， 顕在記憶の 影響下 で 観察

され る もの と か な り異 な る挙 動 を示す可能性 が 高 い 。

さ らに， こ の ような抑制 的な機構 の 存在 を予想 させ る

現象 は ， 顕 在記憶 課題 で も 見出 さ れ て い る （寺 澤、

1996）。Terasawa （2005 ）お よ び寺澤 （199 ア．　LO〔｝5）は ， そ

れ ら を踏 ま え ， 人 間の 認知処 理 に 相互抑制的な メ カ ニ

ズ ム が 存在す る と い う理 論 を提案 し ， 学習回数 の 増加

に 伴 い 学習成績 が 振動 す る 可能性 を シ ミ ュ レ ーシ ョ ン

で 示 して い る。今回得 られ た 結果が ，
こ の よ うな メ カ

ニ ズ ム の 所産 で あ る と 判断す る こ と は で き な い が ，

一

つ の 視点 と し て こ こ で提起 し て お き た い
。 な ぜ な ら ，

今後 ， 本実験法 に よ り描 き出さ れ る潜在記憶 レ ベ ル の

学習効果 の積み重ね は ， 顕在記憶課 題 を用 い て従来描

き 出 さ れ て き た パ タ
ー

ン と大 き く異な っ て い る可能性
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が 高 く，そ れ は 両記憶 の メ カ ニ ズ ム を解明 す る 上 で 重

要 な 情報 に な る と考 え ら れ る か ら で あ る。な お ，本研

究 が 採用 して い る ス ケ ジ ュ
ー

リン グ 原理 は ，あ くまで

イ ベ ン トを 生起 させ る順 序 に 関 す る も の で あ り ， 様 々

な学習内容 に 適用 が 可能 で あ る 。 今後 ， 多様 な学習法

や 学習状況，学習内容に 関し て，長期的な視点で 学習

プ ロ セ ス を検討 し て い く こ とが 課 題 に な っ て こ よ う。

教育的意義

　本研究は，ご く
一

般的 に 高校生 が 行 っ て い る 英単語

の 学習状況 に 実験 の 枠組 み を導入 し て い る。従 っ て ，

本研究 で 得 られ た 知 見 は ， 比 較的 ダ イ レ タ ト に ，

一
般

的な高校生 の 英単語学習 に 適用す る こ と が可能で あ る 。

以 下 で は代表的な知見 を 2 ， 3 あげて お く。

　 まず第 1 に 明 白 な 事実は ， 単語 カー ドを 1， 2 回見

る よ うなわず か な学習効果 が ，長期 に わ た っ て ，自覚

で きな い レ ベ ル で 確実 に 積 み 重な っ て い く と い う事 実

で あ る、教 育現場 で は 「勉強 に は 積 み 重ねが大切 だ」

と し ば し ば言わ れ て い る が ， 本研 究 の 結 果 は ， ま さ に

そ の積み 重 ね が存在す る こ と を明示 して い る 。

　第 2 に ，
一

日あた り の 学習回数が増え る ほ ど，自己

評 定値 に 見 ら れ る到達度は高 くな る傾向が 見 ら れ た が ，

必 ず し も多 けれ ば よ い と い うもの で は なか っ た。 こ の

結論 は ， 自己評定 の 平均値が 最大値 （i｛．  付近 に 到達 す

る ま で 実験 を継続 し な け れ ば明言で き な い も の で あ る

が ，反復学習を単純に増や せ ば，到達度 も上 が っ て い

く と い う 単純 な 見 方 に は 疑 問 が 提 起 で き る。ま た，潜

在記憶 の レ ベ ル で 学習者が 満足 で き る程度 に 語彙力 を

高 め る た め に は，今回0）学習 ス ケ ジ ュ
ー

ル で は か な り

の 時間を要す と言え ， 今後 ス ケ ジ ュ
ール の 影響自体 の

検討 が必 要 に な っ て こ よ う。ま た ， 語彙習得に関 し て

は ， 潜在記憶 レ ベ ル で プ ロ セ ス の 解明が必要 で あ る こ

と は，前述 した と お りで あ る が，
一

方で ，日常的 に は

顕在記憶 が色濃 く現われ る テ ス ト状況 もよ く見 ら れる 。

日 常 の 学 習 は ，潜 在 記憶 と 顕 在記 憶 の 両者 が 入 り混

じ っ た状況 で 進 ん で い くもの で あ り， 両記憶の 特徴を

踏 ま え な け れ ば ， 真 の 語彙習得プ ロ セ ス の 解明 に は 至

ら な い と も い え よ う 。

　最後 に ，本研 究の 結果 は，自覚で き な い 学習段 階を

学 習者 に フ ィ
ード バ ッ ク す る こ と が 原理 的 に 可 能 に

な っ た こ と を意味 し て い る 。本実験 で も，実験終 了後

生徒 を
一

堂 に 集 め ， 自己評定値の 変化 ， お よび そ の 他

の 潜在 記 憶 の 指標 に 現 わ れ た 学 習 の 効 果 を グ ラ フ で 示

し ， 日 々 の 学習効果が 実感で き な い レ ベ ル で 確実に積

み 重 な っ て い くこ と を フ ィ
ードバ ッ ク した 。そ れ は協

力校 と の 良好 な協 力関係 の 醸造 に もつ な が る な ど，学

術的 に も大 き な意味を持 っ て くる こ と が 予想 さ れ る。

　我 々 研究 グ ル
ープ は，本研究 を さ ら に 発展 さ せ ，自

覚 で きな い 学習段 階 を学習者 に 個別 に フ ィ
ー

ドバ ッ ク

す る 教育支援 を ， e
−learning （．￥ff、2007 ）や ド リル 教材

（寺 澤 ・太 田 ・占 田，200η ， ま た携帯ゲーム 端末用 の 学習

ソ フ ト （寺 澤・太出，20〔，7） を通 じ て実現 し始め て い る 侍

澤・吉 田 ．2006 参 照）。膨 大 な 学習 デ ータ に 基 づ き ， 自覚 で

き な い 学習段階を客観的 に フ ィ
ードバ ッ ク で き る よ う

に な っ た 事 実は 大 き な 意味 を持 っ て こ よ う。
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付 記

学習支援 が 実用段 階 に 入 りつ つ あ る。そ こ で は，口々

の学習の効果が 着実に 積 み 重 な っ て い く様子 を個別 に

描 き出し て フ ィ
ー ドバ ッ ク す る こ とが 可能 に な っ て い

る。さ ら に ，そ の 支援校 の 協力 を得 て
， 小中学生 を対

象に した大規模 な調査 を縦断的に 実施 で き る状況が整

い つ つ あ る 。 そ の よ うな ， 大規模な縦断的調査 に関心

を お寄せ い た だ ける方は ， 第 1筆者 ま で連絡 を い た だ

き た い
。
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　The 　present　 research 　 was 　conducted 　in　the 　context ．　of　the　view 　that　implicit　lnemory 　may 　be　involved　ill
the　process 　of 　learlling　gerleral　vocabulary 、　 The 　present　authors

’
research 　on 　implicit　memory 　has　showed

that　effects 　of 　repeated 　minilDalstudying 　are 　maintained 　for　extended 　periods （e．g ．，　Ueda ＆ Terasawa ，2008）．
The 　prediction　made 　in　the　present 　stud ｝

・was 　that　effects 　of 　general 　learning　would 　colltillue　to　acctlmulate
over 　tinle．　 The 　pal

・ticipants　 ill　the　 learning　 experimel 〕t　 were 　15　high　 school 　 students ．　 The 　 stimulus

materials 　were 　over 　1，000　English　words ．　 In　the　experiment ，　which 　continued 　for　8　months ，　the　students

studied 　English　vocabulary 　words 　that　usually 　take 　a　long　time 　to　acquire ．　 A 　new 　methodc ｝logy　was 　used

that　controlled 　the ］earning 　and 　test　schedule 　in　detail　for　each 　word ．　The 　students 　continued 　to　study 　at

hOme 　USing 　a　COmp しlterized 　prOgram 　that　reSembled 　vOCabUlary 　CardS ．　 AnalySiS　Of　the　Very 　large　amOUnt

of　reaction 　data　obtained 　illustrated　how 　the　effects 　of　learning　were 　accumulating 　at　unconscious 　levels．

This　confirmed 　the　effectiveness 　of　the　scheduling 　method 　used ．　 The 　discussion　deals “
・lth　the　possibility

that　vocabulary 　skills　might 　not 　increase　mon （⊃tonically．

　　　Key 　Words ： implicit　rnemory ，　 acquisition 　 of 　a　 second 　language
，
　scheduling ．　educational 　evaluati 〔〕11，

learning　ill　an 　everyday 　settin9
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