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「自 己 教 育 力 」，あ る い は 「自己 学 習力」，「自己学 習 能

力 」 さらに 「自ら学 ぶ 子 ど も」 な ど と，呼 び 方 は 様 々 で

あ る が，こ の ユ0年あ ま り，そ の 教育的 な 重 要性が指摘 さ

れ ， 特に ，学校教育現場 に お け る 実践的研究 に お い て ，

盛 ん に 検討 され て い る 。 こ れ は ， 昭和58年中央教育課 程

審議会の 報告 に 取 り上 げ られ た こ と が強 く働 い て い る に

違 い ない が，同 時 に ，教育現場 で 求 め られ て い る 課題 で

あ る こ と も確 か で あろ う、自己 教育力を備 えた 子 どもを

育 て た い とい う願 い は ，多 くの 教育 閧 係者 が 共通 し て 持

っ て い る こ と で あ る の だ し，しか し ， 現 在 の 学 校が必 ず

し も 十 分 に そ れ に 成 功 し て い な い こ と も認 め ざ るを 得 な

い の で あ る 。
こ の 意味で ，こ こ に ，教育 心 理学 の きわ め

て 重要な課題 が あ る こ と は 明 ら か で あ る 。

　 こ の 概念が 出 て ，十年近 くた っ た 所 で ，改 め て ，自 己

教育力 の 育 成 を め ぐっ て 考 え て み る こ と は い くっ か の 点

で 意義があ ろ う 。 第 1 に ，実践 レ ベ ル で の 研究 か ら何 が

分か り，何 が 分 か っ て い な い か を整理す る 必要 が あ る 。

こ の こ とは ，研究 を 進 め る 上 で 当然なされ るべ ぎ こ と で

あ る が，実践研究 を 進 め る 現場 の 先生 方 は ，自 ら の 実 践

に 集中す る あ ま り，なお ざ りに な っ て い る よ うで あ る 。

こ の 点 は，自己 教 育力 を め ぐ っ て 自らの 理 論的展 開 を 早

くか ら進 め られ，また 実践 研究 に もお 詳 しい 北 尾氏 に 整

理を し て 頂 ぎ，現状 の 把握 と問題点 の 指摘 を し て 頂 く。

　 第 2 に ， 教 育心 理 学 の 研 究 の ，現 場 か ら
一

歩，二 歩距

離を置 い た と こ ろ で な され て きた 研究 を 整 理 す る 必要 が

あ る 。直接 関連す る 研究 は ，残念な が ら必ず し も多くな

く ， 北 尾 ，梶 田 （叡），また 波多野 ・稲垣
・
久 原

・
無 藤

な ど が代表的 な も の とし て 挙げ られ る。関連す る 班究 領

域 と し て は ，特 に ，内 発的 動 機 づ け な ど の 学 習意 欲 の 研

究 ， ま た，学 習主体 とし て の 自己の 問題，第 3 に ，学 習

を 自 ら コ ン F ロ ール す る と きの メ タ 認知 の 問 題 さ らに ，

それ．らを具体的 に 実行す る際 の 学習技能 の 問題 な どが挙

げ られ よ う。 心 理 学的 に 発想す る な ら ば，自己 教 育 力 は ．

入 間 が本来的 に 学 ぶ 存在 で あ る とい う認 識 に立 っ 輻広 い

概念 で あ り，多 くの 研究領域 の 知見に 支え られ ねばな ら

な い は ず で あ る 。 具体的 に は ，学習意欲 の 問題 を 自 己 学

習
・
：　A テ ム の 問題 と し て 展開 され て お られ る 石 田 氏，自

己概念 か ら 出 発 し，包 括的 な 「生 ぎ る 」 こ と 自体 と結 び

っ けて お られ る梶 田 氏， メ タ 認知概念を中心 に 認知 心 理

学 的な概念化を図 っ て お られ る 丸野氏 の 三 人の 方 に 自ら

の 研究
・理 論 を 中心 に 論 じ て 頂 く。学 習技能 に つ い て は ．

共通の 重要 な 論点 と し て 論 じ る こ とに し た い 。

　大 事 な こ と は，単 に ，研究 の 論理 だ け を 追求す る の で

は な く ， そ こ か ら，現場 で の 自己 教 育力 を 伸ぽ し た い と

い う願 い に 多少 と も答 え，また ，現場 の 実践研究 を 支 え，

補 う知見 を 提供し，さ らに そ の 含意を明 らか に す る こ と

で あ る 。 本 シ ン ポ ジ ウ ム を そ の よ うな こ とに少し で も近

づ く 1 っ の ス テ ッ プ とす る た め に ，現場 か ら の 問題提起

に 対 し，教 育心 理 学研究者 が い か に答 え る の か とい う点

か ら論議 し た い
。

　学 校 に お け る 実践 的 研究から

　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 北尾 　倫彦

　昭和58年 11月 の 中教審
・
審議経過報告 に 自己 教 育力 と

い う言葉が 登 易 し て 以来，学校で の 実践 的研究 の テ
ー

マ

の 中 に も し ぼ し ば取 り上 げ られ て い る。自己教 育力 の 内

容 と し て は 上 記 の 報告 に 述べ られ た 「主 体的 に 学ぶ 意志

・態度 ・能力 」 とい う点 で
一

致 し て い る が ，そ の 育成を

目指す教 育実践の 具 体相 に ま で 目を向け る と様 々 で あ り，

戸惑 い が み られ るtJ特 に 個 ftの 実践 と 自己 教 育 力 を つ な

く理 論 が 熟 し て い な い た め ，混迷 し て い る と い っ て よ い ．

以下 に は ，個 々 の 実践 と自己 教育力 の 問 に 介在 させ る べ

き概念 と し て 5 つ を取 り上 げ ， そ れ ら に 関す る 教 育心 理

学的な理論 づ け の 可能性 を問 うとい う形 で 提案 を 行 っ た 。

  課 題意識　「何 を 学 ぶ べ ぎか 」 を きび し く意 識す る こ

とか ら自己教育が始 ま る と 言
’
っ て よ い 。この 課題 意識 を

高め る た め ，課題学 習 を 主体 に し た 授業が行わ れ る が，

そ こ で は課題 を 選択 ，ま た は 設定 させ た り，課題 に っ い

て の 自己 学 習か ら入 るな ど の 工 夫 が 試み られ て い る 。 こ

れ らが 動機 づ け の 問 題 と し て，ま た 課 題 の 自我関与な ど

の 認知的な問題 と し て い か に 理論化すれ ば よ い の で あ ろ

うか 。

  ．主 体的思考　自己 学習 の 過 程 は 自分の 考 え に 基 づ く問
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題 解決過程 で あ り，思考 に お け る 主体性 が重視され な け

れ ば な らな い 。ア、学習者の 疑問，感想，イ メ
ージ など

を取 り上 げ，それ ら を 表現する 場 を設け る 。 イ，事実，

事象 との 対 決を 通 し て 自らの 考えを修正
・
発展 さ せ る 。

こ れ ら の 段階 を 追 う問 題追 求 的 な 過 程 が どれ だ け独自な

思考 を刺激 して い る の か を検討 し て み る 必 要 が あ ろ う。

  学 習 の 仕方　意欲 だ け で は 自己 教育 ば 成 立 せ ず，学習

の 仕方 の 習得 が その 前提 に な る と い う考えか ら，授業 に

お い て 学習 の 仕方 を きび し く指導 し よ うとす る傾向が著

し く な っ た 。し か し ，そ の 学習 の 仕方 は 単 に 教師 の 指導

をや b易 くす る た め の もの で あ り．い ま，求 め られ て い

る 主体的な学 習 の 仕方で は な い よ うに 思 わ れ る。自 ら の

学習 の プ Pt セ ス を モ ニ タ ーさ せ ， 自己 に 適 した 学習の 仕

方を体得 さ せ る と い う指導 が 望 まれ る が， こ の 点 に 関 し

メ タ 認知 の 研究 か ら示 唆され る点が多 い で あろ う。

  自己評価　自 ら を知る こ と か ら自己教育 が 始 ま る の で

あ り，自己 評｛面力をっ け る指導が 重視 され て きた こ とは

望 ま しい こ と で あ る。授業 の 中 で 自己 評価 カ
ード （シ

ー

ト） に 記 入 させ る 場 面を しぽ し ば見 か け る が ，こ の よ う

な他か ら強 い られ た 自己評価 が 自発的な自己 評価 へ と つ

な が る もの か どうか 疑 問 が 残 る 。 自己 評価の 前 に 自 ら 言1

画す る段 階 が あ b，ま た 自 己 評価 の 後 に そ れ を生か し た

学習の 場 が あ る と い う全体 の シ ス テ ム ，な い し構造 を 問

題 に す る必 要 が あろ う。

  生 ぎ方 と 自己実現　学習 と生活 が つ な が り， 「よ り よ

く生 きる た め に 学 ぶ 」 とい う意識が最も基本的 な 自己教

育 の 契機 とな る も の で あ る 。 と こ ろ が ，今 日の 子 ど も は

生活体験 が 貧弱 で あ り，生 き方を学 ぶ 易 を持 っ て い な い
。

ま た 過保護 と管 理体制 の 中 で 自らを 律す る 力 も失 い つ っ

あ る。こ の 実態 か ら，体験的な学 習を 学校教育 の 墨 で さ

せ よ うとい う動 きが顕著 に な っ て きた の で あ るが ，果 た

して こ れ らが 生 き方を 身 に っ け，自己 認識 や 自己 実 現 の

研究 か ら こ の 面 に つ い て の 理 論的 な方向づ け が求 め られ

る の で は なか ろ うか e

　 以 上 5 点 に わ た る提案 に 対 し， 石 田
・
丸野

・
梶 田 三 氏

に よ っ て 自己 強化 の 研究
・

メ タ 認知 の 研究
・
自己認識の

研究 の 立 場 か ら有益 な話題 が 出 され ，学 校で の 実践 家1こ

対 して も示農 が 学え られ た 。こ れ ら の 研究領域 が 比較的

新 しい こ と も あ り，十 分 な 理 論 づ け に は 至 ら な か っ た が，

今後 ， 学校現場 の 実際を視野 に 入 れた 心 理 学 的 研 究 がさ

らに 発展す る こ とを 期待 し た い 。

　 自己学習 シ ス テ ム をい かに機能 させ る か

　　　　　　　　　　　　　　　　　　石 田勢律子

　学 習
・
動機 つ げの 画面 か ら，自己 教育力の 育 成 を 考え

て み る。こ の 「自己教育力 」 を 「自己 学 習力」 と置 き換

え る こ とに よ っ て ， 特に ， 児童
・
生徒期 に 焦点 を 当 て る。

人 間の 学習行動 は ，外的な力 に よ る コ ソ ト P 一ル を 受 け

る が，自己 の 内的 な 力 に よ っ て も コ ア ト 卩
一

ル す る こ と

が で きる G 後者 の 自己 に よ る学 習の コ ソ ト P 一ル は ，自

己調整 （セ ル フ コ ソ ト ； 一ル ） の メ ヵ ニズ ム と し て 捉え

る こ とが で き る。い ま，こ の シ ス テ ム を 『自己 学 習 ツ ス

テ ム 』 と呼ぶ こ と に す る 。 こ の シ ス テ ム は   目標 設 定 ，

  学習行動の 自己観 察，  内的 な自己評価，  自己強化

を含む表出的 な 自己 評価 的反応，とい っ た過程 か らな る

1 つ の フ ィ
ードバ

ッ ク シ ス テ ム で あ る。具体的 に は，ま

ず学習課題 に 対す る 自己 の 目標 を 明 確 に 設 定 し ，そ の 目

標 に む か っ て 学 習 を 開始 す る 。 解 決時 に は 自己 の 行動 の

適切 さ や 状態を 自己観察 し，そ の 結果 と し て は 表出的 な

反 応 （自己強化） を 行 う。こ の 表出的 な反 応 に は，内的

な満足感 や 言 語 的 な 反応．物質的 な報酬 ま で 含 ま れ る 。

こ れ らの 反応 が，そ の 後 の 学 習行動 に 対 す る 動機 づ け と

し て 働 き，さ らな る学習行動を 押 し進 め るカ とな っ て い

く と考 え る 。

　 こ の よ うに ，自 己 の 物断基準を も と に 自己の 行動 を 評

価 し，学習 を 押 し進め て い く過殺 は，ま さ に 『自 己 教

育 』 の 中 核 を な す もの で あ る 。 しか し，こ うし た 自己学

習 シ ス テ ム が 実際に 適切 に 有効 に機能す る た め に は ，外

的 な よ り客観的な判断基準 が 内在化 され な け れ ぽ な らな

い
。

つ ま り，客観的 に も適切 で あ る と認 め うる 自己 評 価

が な され る必要 が あ ろ う。自己 学習 シ ス テ ム が 個 人 の 中

だ け で 完結 し た フ ィ
ードバ

ッ ク
・7 ス テ ム で 終 わ っ て し ま

っ て は ， 適切な 学習行動を生 み 出す こ と は で きない と言

え る。

　 で は ，ど の よ うに し て 適切 な 判断基準 を 内在化 させ れ

ば よ い の か 。 こ れ は，すなわ ち，い つ ，ど の よ うな か た

ち で 外的 な フ ィ
ー ドバ

ッ ク 情報を与え る か の 問題で あ る D

学習結果 そ の もの に 対 し て フ
ィ
ー

ドバ
ッ ク を 与え る こ と

の 学習 へ の 有効性 は ，広 く認 め られ て い る と こ ろ で あ る。

し か し，自己 学習 の 本質を鑑 み る と，自己 学 習 シ ス テ ム

の 過程 そ の もの に フ ィ
ー

ドバ
ッ ク が 与え らk る こ と が 重

要 で あ る と言 え る。こ の よ うな視点か ら，こ れ ま で 目標

設定 の 過程や 自己 評価的な反応 に フ
ィ
ードバ ッ ク を 与え

る こ と の 効果 が 検 討 さ れ て きて い る。さ らに，態度的 な

学習領域 に お け る研究 ば か りで は な く ， 客観的 に 正反応

が決 定 され て い る よ うな，認知的な学習領域 で の 検討 も

な され て き て い る、そ の 結 果 ，自己 評価的 な反 応 に フ
ィ

ードバ
ッ ク を与 え た 場合 に も，学習が促進 され る こ と が

認 め られ，そ の 効果が 確か め ら れつ つ あ る。以 上 の よ う

に ， 本来 『自己学習力 』 が 自分自身で 自己 の 学 習を押 し

進 め て い く力 で あ る と すれ ば，自己 の 学習行動 に 対す る

判断 ・評価す る 力 を 育 成す る こ とが 必要 で あ ろ う。そ の
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