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　人間 を 被験 体 とす る 従来 の 実験室的学習実験 で は ，動

機 づ け の 問題 は し ば し ば 無 観 さ れ て ぎ た， と い っ て よ

い ，こ れ は ，教 示 も し くは 指 示 に よ っ て 擬 似的 な 動 磯づ

け一行勳 を 誘発し，方 向づ け ，維i持 させ る機能 を もつ
一

を ひ きお こ し うる こ と，学習活
’
動 が 確実 に 制御 され て い

る か ぎり習得に お よ ぼす動機づ ：ナの 高低 の もつ 効果 は 小

さ い と考えられ た こ と，結果 な い し反応 の 1fi誤を 知 らせ

る こ と が 人 間 の 学 習 に と っ て
．
卜分 な 強化 を 与え る と 主 張

さ れ て きた こ と，な ど に よる も の で あ ろ う．しか し学習

が よ 1）長期 に わ た っ て ，か つ 実験 者の 糊 御 の お よ び に く

い 形態で 進 行す る と き
一

た と え ば 実験場 面外 で の 自発 的

情 報収集 の 可能性 があ る とき，多 くの 複 雑な情 報の 流れ

か ら適 切 な 情 報 を 選択的 に 受 容 せ ね ば な ら な い と きな

ど
一

に は ，動 機 づ け とい う変数 を考慮す る こ と が ど う し

て も 必 要 に な っ て くる，結果 の 知識 が そ の ま ま 強 化 と し

て 働 くこ とは 限 らな い こ と も，い ま一や常 識 と な りつ つ あ

る ．

　一
方 ，従来 教室学習 に お け る動機 づ け の 典型的 な技法

と さ れ て ぎた もの を み る と，そ の 多 くが 学習 そ れ 自体 に

と っ て 本質的 で な い 要因 を 撕 乍す る こ と
…

た と え ば 或績

を 公表す る ，競争 さ せ る な ど
一

に よ っ て そ の 日的 を 追求

し て きた ，と い え よ う．人尚 の 被験 体 を 学習へ と 内在 的

に 動機 づ け る一
学習す る 二 と 自体がお も し ろ くて 学習す

る よ うに さ せ る
一

こ と は で きな い だ ろ うか ，こ うし た 問

い に 答 え て 脚光 を あ び る よ うに な っ た の が，内発 的あ る

い は 認 知酌動 機 づ け の 考 k 方 で あ る ．こ れ は ，主 に 1950

年 代以降の 動 物実験 （Berlyne ，
　 D ．E．，　 Har 星ow

，
　 H ．F ．

，

Butler ，　R ．A ．らに よ る ） に も と つ い て ，有機体 を 怠 け
一

者 と し て で な く，知的好奇 心 の 強 い 存在 と し て 概念化す

る 立場 と結 び つ い て い る 、

　認知的動機づ け の 考 え方に よ る と，人 間 を含 む高等動

物 の 被験体 は J 学習 材料 の 選択 や 呈示 が 一．一
定 の 条件 を み

た し て い る か ぎ り，積極的 に そ れ を 探索 し て 情報 を 収集

し ，効果的な情 報処理 の 型 を つ く りあげ て い く，と 主張

され る ，こ れ は 教育 に 対 し て 少な くと も潜在的 に は 大 ぎ

な含 意 を もつ もの と 考 え ら れ よ う． こ の シ ソ ポ ジ ア ム

は ，認知的勁 機 づ け に 関す る 理 論 的 ・実験 的 ・実践的 な

研究 の 現状 と 問題 点を 解明 す るね ら い で 企 画 され た もの

で あ る ，

　 ま ず第
一

の 提案 者 で あ る 稲垣 が， 「認知 的動機 づ け の

理 論 と実験的研 究 」 に つ い て 報告 した ．彼女 は ，認知的

動 機づ け を 2 つ の 機制 を含 むもの と 考 え る．ひ と つ は ，

情 撮 処 理 の 最適 水 準 を・
保 と う とす る傾向 で あ る．さ ま ざ

ま な 実験的事実 は ，有機 体 が も っ とも快 と感ず る 情報 処

理 の 最適水準 が あ る こ とを 示 し て い る ．し た が っ て 有 機

体 は ，処 理す べ き清 報が少なす ぎ る ときに は ，情 報 の 収

集 や 創 出 に よ っ て 最適水 準 を 回 復 し よ う とす る， た だ

し，こ こ で の 清報収集 ・創 出 を 動機 つ げ て い る の は
，

厂拡散的 好奇 心 」 で あ っ て 特殊 化 され た情 報を求 め る も

の で は な い ．も うひ と つ は ， 「不 一致 」 を 低減 L．よ う と

す る 傾向 で あ る．不
一

致 と い うの は ，必 ずし も 明 確に 定

義 さ れ て い な い が，「外 部 情 報 と内都情 報 な い し は 内部

情 caiglに 不 整合 が あ り情 報 の 収集 や 処理 を必要と す る状

態」 で ，要す る に 認知的 不 協和 あ る い は 概念的 コ ン フ リ

ク ト とほ ぼ 同義 で あ る とみ て よ い ，稲垣 に よれ ぽ ，人 間

は、不
一
致 を 低減 し よ うとす る 先有的な傾向を持 っ て お

り、 こ れ は 特定 の 情 報 を 求 め る 「特辣化 さ れ た 好奇心

（speeific 　 curiosity ）」 を生 ぜ しめ る とい う．

　彼女 が こ れ まで に 行な っ て き た の は ，こ う した 不
一

致

の 喚起 と低｛露 こ よ り動 機づ け られ た 学習 の 効果 の 分析

で あ る．具 体的 に は ，子 ど も の 持 っ て い る概念 の 内包 と

合致 し fsい 事例 を呈 示 す る こ と に よ っ て 、次 の よ うな反

応 が ひ ぎ だ さ れ た， と い う． i）知的興味 が 生 じ ，そ

れ に つ い て も っ と知 り た い と 思 うぽ か りで な く，そ う し

て 得た情 報 を 「お も し ろ い 」 と評価す る． ii）外部情報

収集行動 （k と えば，質 弼を書 1．・た は が きを投 函す る ，

参考書 を 調 べ る など） が 生ず る ，た だ し，こ れ を 確認す

る た め に は ，不 一致 を 換起 し た 直 慶に 非 拘 束 場 面 に お

き，か つ 特 定 の 情 報収集行動 が 生 じや す い よ う，若干の

プ L・ ン ブ トを ケえ る 必要 が あ る ，iii）不
一一Stを 低減 さ ぜ
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る惰報 の 習得 ・保持 ・一般化が促進さ れ る．実験 の 観察

や ，正 しい ：概念 に つ い て 説明す る 言語的情 報へ の 接触

は ，そ の 前 に 不
一

致 を つ く り出 す こ と に よ っ て ，よ り効

果的な もの とな る，

　 彼女 の 提案 は ，従来 と もす る とあ い まい な キ ャ ッ チ フ

レ ーズ に 終 わ りが ち だ っ た 内発的動機づ け の 考え 方 を ，

で き る か ぎ りきち ん と整理 し，か つ そ れ へ の 行動学的接

近 を 可能 に した 点で ，わ れ わ れ の 知識 に 貢献 した，と い

っ て よい ．

　 続い て 第二 の 堤案 者 で あ る 板倉 が， 「仮説実験 授業 に

お け る動機づ け的考慮 とそ の 効果 」 に つ い て 報告 した ．

仮説実験授業 は ，子 どもの 認 識 へ の 動 饑づ け を 中 心 に 構

成 さ れ て い る．そ の 基礎 に あ る の は ， 「科学的認識 は 実

験 （実践 ）に よ っ て の み 成立す る 1 、厂科学的認識 は社会

的認識 で あ る」 と い う 2 つ の 命 題 で あ る，第
一一

に よ れ

ば，環境 内の 事物に 働 きか け こ れを よ く知 ろ うとす る 意

図 な し に は 科学的認識 は 成立 し な い ， とい う こ とに な

る．第二 に よれ ば ，科学的認識 は，知識 の 共有 を 前提 に

し て い る こ とに な る ，そ れ で は こ う し た 動機 づ け は ど う

や っ て つ くり出 し うる か ．

　 板倉 に よれ ば ，仮 説 実 験 授 業 で は ，教師 や 子 ど もの 信

頼一
仮説実験授業 で やれば よ くわ か っ て お も し ろ い ，と

い う
一

を う ら ぎ ら な い こ と，そ れ と関 連 し て ，学習 に 値

い す る教 材 だ けを与える こ と，を原則 に して い る ，とい

う．こ の 原則を具体化 した も の が授業書で あ る ，そ れ を

熱心な教師 が 用 い れぽ，必 ず こ の 原則 を み た す こ と が で

き る よ うに し よ う，とい うの で あ る ．授 業書は 問題 が中

心 に な っ て で き て い る．そ こ で ， 「悶 題 」 を ど う 構成 す

る か が 動機 づ け的考慮 の 中心 に な る，

　 ま ず，問題 は ，で き るに 値す る も の で な くて は な らな

い ．しか も，その 解答を示す証拠 （実験結果）が子 ど も

に と っ て 納得 の い くもの で な くて は な ら な い ．問 題 に は

予想 の 選択肢を 付す こ とが 多い ， こ れ は 互 い に 非連続

た対立仮説 の 存在 を 示す こ とに よ っ て ，考 え て み よ うと

い う気 を お こ さ せ る た め だ ．子 ど もは 予想 を た て る こ と

を 求 め られ，自分 の 考 え を 明確化 せ ざ る を得な い ．こ の

予 想 分 布 を 調 ぺ る こ と に よ っ て ，ク ラ ス 内 で の 自分 の 位

置 が あ きらか に され，他人 との ち が い を 意識す る よ うに

な る．
『

　 予想 に は な ん らか の 根拠 が あ る は ず だ か ら，少な くと

も数人 の 子 ど もた ち は ，その 根拠 を述球 る よ うに 求 め ら

れ る．た だ し， こ こ で は な に を い っ て も よい ．「た だ な

ん と な く」 と い うの で もち ゃ ん と し た 恨処 と して 認 め ら

れ る t つ い で 討論 に うつ る．子 ど も た ち は ，自分 の 予想

の 正 し さを力説す る わけ だ が ，こ の 相 で は，発言 し た い

も‘［？だ け が 発言す る．挙手 し ない の に 指名 され る．と い

っ た 強 制 は な い ．討 論の 過 程 で ，予想 は 次第に f仮説 」

へ と高 め ら れ て い く．そ こ で 実験結果の 観察に よ っ て ，

帰 納的 で な い 知識が獲得 され る．

　仮説実験授業 で は ，あ る教 材の は じめ に むずか しい 問

題 、予 想 の あ た らな い 問題，い い か えれ ば常識的な考 え

方 に は 正 解 しな い 問 題 を お ぎ，最終的 に は や さ しい 問

題 ，予想 が あ た る 問題 を お く，こ れ に よ っ て わ か っ た と

い う満足感が得 られ る，

　板倉 の 提案 は ，単 に 伝統的 な動因 低減 の 動機 づ け説 へ

の チ ャ レ ソ ジ で あ るば か りで な く．認識行動
一

般，あ る

い は 教育一
般 に 関 し て 教育心理学者が漠然 と麦持 して き

た 考え方を否定す る もの で あ っ た ，その た め ，と くに フ

ロ ア ーか ら ，い くつ か の 質問 が 出 さ れ た が ，こ こ で は も

っ ぱ ら動機 づ け に 関 し て ま とめ た た め ，省略す る．

　 次 い で 指定討 論 者 の 発 言 に うつ り，まず祐宗 が ，認知

的 な い し内発的動機づ けの 概念をめ ぐ っ て ，3 つ の 論点

を提出 した ，第 1 は ，こ うした 新 し い 概念 を 導入 す る 必

要性 へ の 疑 問 で あ る，認 知 的動機づ け とは ，活動 そ の も

の に 向け ら れ た 問題解決 へ の 欲求 と して 従来 の 動機づ け

理 論 で 扱 わ れ て い た もの と 同義 で は な い か ，と い うの で

あ る 、こ こ か ら第 2 の 論点が 生 じ て くる t それ は ，認知

的動機 づ け が こ う し た 知 的探索 へ の 動因 だ とす 掴 ま，そ

こ に 「不
一一
教 」 あ る い は 「 コ ソ フ リ ク F 」 の 存在 を想定

す る必 要が な い の で は な い か ，とい うご と で あ る．つ ま

り，不
一

致 が なけ れば知的探索が生 じ な い の か ，と い う

疑問 とい っ て も よ い ．

　さ ら に 祐宗は ，認知的動機 づ け の 強化饑能に 関す る定

式化 が あい まい で あ る こ と を 指摘 す る．こ こ で は ，な に

が な に を 強化す る と考 え ら れ る の か ．解決 を 見出す こ と

あ る い は 解決 す る こ と
一

教 え ら れ た と して も
一

（過程

で な く結果） が す なわ ち強化機能を もつ の か ，そ うだ と

す れ ばX そ れ は なに を強化す る の か ．

　祐宗 は ，必ず し も動因 低減説 だけを従来 の 動機 づ け理

論 の 代表 とみ な い 点 で ，Hunt ．」．　McV ，や Berlyne ，

D ．E 、さ らに 稲垣 とは 若干 ち が っ た 立 場 か ら ス タ
ー
1
ト し

て い るわ け だ が ，こ れ ら の 諸点 ば ，い ず れ も従来 の 内発

的勤機づ け の 定式化 に お い て 十分明確 に され て い な か e

た ，その 点 で 示竣 に 富 む と い っ て よ い ．

　次 い で 清水 は ，やは り認知的動機づ け の 概念を め ぐっ

て い くつ か の 問 題点 を 提 起 し た ．まず彼 が と りあげ た の

は ，認 知的動機づ け の 意義 とい うこ と で あ る．教育実銭

に お い て な ぜ 認知的動 機づ けが 必 要 な の か ，そ れ に よ っ

て もた らされ る学習は ，どん な特徴を もつ の か ，ある い

は こ れ が 他 の どん な動機づ け と補 い あ い どん な 動機 づ け
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とは 両 立 し が た い の か ，次 に 彼 は 祐宗と 同様，な に が強

化され るか を 問 うた ，つ ま り卩認知的動機づ け の 充足が

探索を 強化 す る ． とい うの で は ， 一
種 の 同義反復 に な

る とい うの で あ る ．ま た 彼 は ，認知的動機づ け が ひ きお

こ され る に は ，必 ずし も 「不
一・

致 」 は い らない の で は な

い か ，と 主張 し た ．た とえぼ，自分 の 知識 の 空 自や 不 足

を 感 じ る と ，そ こ に 知的探究 が 生ず る の で は な い か 、

　 こ の 清水 の 指摘 は ，とか く循環論 に お ち い りや す い 認

知的動 機づ け の 理 論 に 対 して 反省 を うな がすと い う意味

で ，貴重 な 示唆 を 含む もの と い え よ う．認知的動機 づ け

を利用 し て 教育を すす め る と認知的動機 づ け の 強い 子 ど

も が 生 ず る ．とい うの は 自己 目的的 だ し，認知的動機づ

け の 充足 が 探索行動を 強化す る と い うの は ，探索行動は

く りか え され や す い ，と い うの とほ とん ど変 わ りな い か

ら で あ る．

　 こ の あ と， フ ロ ア ーか らの 発言 を は さみ な が ら 提案

者 ・討論者 の 問 で 意見 の 交 換 が 行 な わ れ た ，し か し 、残

念 な こ と に ，録音 や 詳細 な記録 も残 さ れ て い な い た め ．

全 体的 な 印象 を列挙す る に と どめ ざ る を得 な い ．

　は じめ に ，従来の 動機 づ け に 関す る教育心 理 学 者の 見

解 に チ ャ レ ン ヂ し た ．評 価 し うる 側面 を と りあげ よ う．

　祐宗 が 指摘 し た よ うに ，認 知的動機 づ け と い う概念 が

ま っ た ∫新 しい も の で あ る とは い え な い に し て も，それ

が 従来 の 動 因低 減 説 と は ち が っ た 教育的操作を 示竣す る

こ とは 確 実で あ ろ う，た とえば稲 垣 も板倉 も，学習 の 過

程 を 本質的 に 楽 し い もの とみ なす ，あ る い は あ る 程度の

困難 を も っ た 問題
一

子 どもが そ の 解答選択肢 を 選 ぶ べ き

な ん ら か の 手が か りを も っ て は い る が ，そ れ が完全 とは

い い が た い
一

に と り く む こ とが 、苦痛 とい うよ りむ し ろ

快 で あ る と考 え る．稲垣 が 実験変数を な る べ く しぼ ろ う

と す る醍 慮か ら，もっ ぱ ら認 知 的動機 づ け の み を強 調 す

る の に 対 し ， 板倉
1
は 「認識」 へ の 動機 づ け が は じめ か ら

社会約 な 性 格を も っ て お り，そ の 点 で ，動物 の 知的探索

と非連続 で あ る・こ とを指摘 し て い る．と い うち が い は あ

る が ，ど ち ら も効果的 で あ る ば か りで な く，そ れ 自体 が

楽 しい 学習過程を 口標 と し て い る に は ち が い な い ． こ

れ は ，伝統的な動因低減 の 学 習観と は あ き らか に 正反対

の もの で あ ろ う．

　 さらに ，両 者 が 認知的 （な い しは 認識的）動 機 づ け を

生 起させ る 実験的 ・教育的操作を あ る 程度具体的 に 提案

し た こ とも注 目 さ れ て よ い ．板倉 の 場合 に は ，こ れ は 選

択肢を 伴な っ た 問題点 の 呈 示 （問題 が も つ べ き
一

定 の 性

質 を 前提に し て だ が），そ の ひ と つ を 予想 と し て 選ぽ せ

る、予想分布 の 作成 ，予想 の 根拠を い わ せ る ，討 論 さ せ

る ．と い う手続きを と る．稲 垣 は こ れ が ひ とつ の 可能な

方法 で あ る こ と を 認 め な が ら，討論 が 子 ど も に 多面的 な

影響を 与え る とい う事情を考慮 し て，む し ろ 子 ど もの 既

有 の 情報 と 首 尾
一

貫 しな い 情報 の 呈 示 に よ っ て動機づ け

を 生 ぜ し め よ うとす る，こ こ で ，どち らの 手 続 き も，教

師 の 与え る社 会的 賞罰 ｝こ 依存 し て い な い ば か りで な く，

そ れを つ とめ て 排除 し て い る こ と は 興 味 ぶ か い ， と く

に ，板倉の 場 合 に は ，予想 の 根拠 で は な に を い っ て も よ

い ，討論 で 発言 を 強嚮 しな い ，な どが 強調 さ れ た ．こ れ

は ，認知的動 機づ け が ，賞罰や そ れ と 条件 づ け られ た 不

安 な ど と は ，両 立 し が た い こ と を 示殴す る と い え よ う．

こ の 点 で もまた ，動 因低減説 は チ ャ レ ン ジ を うけ て い

る ，と い わ ね ば な ら な い ．

　 もち ろ ん，現在 の 研究 の 段 階で は ，学 習に お け る認 知

的動機 づ けの 意義 に 関 して 明確 な 見 通 し を 持 つ こ とは む

ず か し い 、認知 的 動 機 づ け の 定義 自俸 が あ る 種 の 循環性

を 感 じさ せ る し，そ の 生 起 を い か な る 反 応を 指漂 と し て

と らえ る か に つ い て は さ らに 大 きな 困難 が予想 さ れ る．

稲垣 は こ の 点 で ，i）非拘束 事態 で の 情報収集 行動 の 誘

発， ii）示一
致喚 起情報 お よび そ れ を 含む学 習場面 へ の

好 み ，
iii）達 成 さ れ る知識 の 安 定 性 ・一般 性 の 3 つ を 認

知的動機づ け が生 起 した こ とを 示す基準 に あげ た ．板倉

1よ，仮説実験授業 が 目標 と し 、か つ 達成 しつ つ あ る 目標

と い う形 で こ の ii）に つ い て 外示的 に 言 及 し て お り ， ま

た 仮説 実験授 業 の 目標 が ，「概 念や 法 則 を 使 い こ なす 」

こ とに お か れ る 以 ．E ，当然 iii）の 基準 も 採 用 さ れ て い

る に 違 い ない ．し か し ，両者 の い ずれ に お い て も，i）に

関 して は は っ き り し た 証拠は 乏 し い し ，iii） に つ い て も

討論者 が 問題 に し た よ うに ，「 な に がな に に よ っ て 強化

され る の か 」 と い う肝 心 な 点 があ い まい とい う難 点があ

る．

　 こ れ は ，認 知的動機 づ け の 教育 的 な意義に もか か わ っ

て くる ．つ ま り，認 知的動機 づ け が もた らす 学習や 知識

が，異 な っ た 型 の 動機 づ け （た と え ぽ社会的賞罰 に もと

つ く）に よ る そ れ とどうち が うの か ，とい う清水 の 問題

へ と帰 る の で あ る ．こ の 点 に つ い て ，稲 垣 も板倉 も ， 主

に 目標 の ち が い ｝こ よ っ て 説 明 し よ うと し て い たが，心 理

学 の 観点 か らす れ ば，そ の 機能的差異 に 関心 を 払 うべ き

で あ ろ う
・，　　　　　　　　　　　 （波多野誼余夫）
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 Some  pupils are  asked  to explain  their ground  af  anticlpations.  Then  the  teacher

 
enceurages

 discussion among  pupils differing in their anticipations,  but no  one  is forced to
speak.

 
Ideally,

 during the  discussion. the  child  beeomes coneerned  with  the  underlying  pro-
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solution,
 

Itakura
 asserted  that  diMcult problerns, not  amenable  to solutlon  by mere  common

sense,
 
should

 
be

 presented  in the  first part, and  easy  ones  requirlng  application  of'knowledge  later.

    
Sukemune

 
raised

 three  issues: i) we  don't need  a  new  concept  ef  cognitive  motivation,

l,:c7,".s,e.G`",e.:d,lg',,g;Aobg,e,m.,.s,olri.".g,ll.ls.,aL's,a::.,,tn.ci.".le,S,,`,".,`h.e,,tr.a,ditl.:n,gL,th,.eo,,r,y,:`.,me:r,atl:n,:
mulation

 
of

 
reinfercement

 is ambiguous  in the  the'ory  of  cognitive  motivation,  particularly
cencerning

 
"what

 respanse  is reinforced  by what  kind of  event".  Shimizu pesed  several  addi-
tional

 questions  regarding  the  concept  of  cognitive  motivatien  : i) What  are  the  
characteris-

tics
 
of

 
Iearning

 through  cognitive  motivation,  and  how  is such  learning significant  in educa-

tion?
 

ii)
 
Kinds

 of  motivation  other  than  cognitive  are  also  neeessary  in educational  practice.
How

 
is
 
such

 rnotivation  related  with  cognitive  motivation?  M) Merely  the feeling of  insufi-
ciency

 
in

 
one's

 
knowledge

 may  be suMcient  to induce cognitive  motivatien  that is, incon-
grulty  ls  unnecessary.

SYMPOSIUM  H

' this

              ON  EDUCATION  TO  FACILITATE

           THE  DEVELOPMENT  OF  MENTALLY

                     RETARDED  CHILDREN

       Chairman: Sugata, Y (Kyoto University of  Education)

        Propaser  :                 , Shimizu, M.  (Osaka University of  Edueation)

                    Terada, A. (Kobe University) ･

                   Fujishima, T, (Toyo University)                                           '

                   Tanaka, M  (Kyoto University)

     Diseusstant: Matsuzaka,  K. (Mie University)

                   Katada, A. (Tokyo University of  Education)

                   Koyama,  E, (Kyoto University of  Education)

Four young  schelars,  Shimizu, Terada, Fujishima, and  Tanaka,  attended  
as

symposium.
 They  proposed and  discussed under  their psychologlcal  and!or
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proposers to

 educational


