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教授 ・ 学習研究の 動向

1． 概観

　本槁 の 目的 は，日本教育 心理 学会第 44回総会発表論文

集 C2001）年） お よ び 「教 育心 理 学研 究」 （2001年 7月
一一一L／oo11／1．・

6M を中心 に し て ， こ の 1年間0）わ が国 に お け る 教授 ・

学習研究 を概観 し展望 をお こ な う こ とで あ る。

　昨年，
一．・

咋年 に 教授 ・学習部門 の執筆を担 当 した 栗 山

〔LtOOI｝， 藤村 C2002＞も指摘 した よ う に ，今回 も また，こ の

部 門 に 収録 さ れた発表論文 数 は多 か っ た v そ の 内訳 は

TABLE 　l の よ う に な っ た の で ， 以 下 に み て い き た い 。

TAt3LE　1 に お い て 「幼 1 と は，幼児 に 対 す る観察 ， 実

験，調査等を実施 した こ と に よ る発表 をあ らわ す。以下 ，

略記 は 脚注 に 示 し た。な お ，
こ の 集計で は ，

た と え ば大

学生 を調査対象 と し て中学生 に 関す る 問題 を扱 っ た もの

は 大学生 と し て 数えて 表示 して あ る。 こ れ は別途，中学

生 と して 分類 す る こ と も考 え られ る が ，
こ こ で は計数的

な 全体傾向 を知 る目的 の た め に は そ れ ほ ど影響 し て い な

い の で 略 した ，，

　 TABLE 　1 の 集計 を試み る に あ た っ て 内容 を検 討 し た

が，こ れ ら を筆者 な り に概観す る と， 大 きな特徴 は少な

くと も12点 あ っ た 。
こ れ ら の う ち の い くつ か は 昨年以前

と同様 で あ り ， 他 の い くつ か は今 図 に な っ て 傾 向が 加速

し た もの で あ る 。（1）か ら（6）は 主 と し て 件数 に 関す る こ と

で あ り，（7）か ら  は主 と し て テーマ や ア プ ロ ーチ に 関す

る こ とで あ る。

　 （1） 教授 ・学習部門 の 発表件数 は 他部 門 と比較 す る と

　 　 か な り多 か っ た 。

　 〔2） 幼児，小学生 ， 中学生， 高校生，大学生，社会人

　　　臧 人）と 6分 し て み る と，幼 児 を 対象 とす る研究は 少

　 　　な か っ た 。

　 （3｝ 同様に ，中学生 ， 高校生を調査対 象 とす る研究 は

　 　　少 な か っ た 。

　　　　　　　　大野木　裕 　明

幅 井大学 教 育地域科学繝 掘 教育 実践総合セ ン ター）

　　　　　　　　　　　　　   　同様 に ， 大学生以 トの 年齢を調 査対象 とす る 研究

　が 過 半数 を 11iめ た。

  　同様 に ，異 な る 2 つ 以上 の年齢 区分 に ま た が っ た

　調 査 ・実験研究は 少なか っ た 。

  　小学校，中学校 ， 高等学校等教員 に よ る発表 が増

　 加 した 。

（7） 理 論的研究 は ほ と ん ど な か っ た 。

  　算数，理 科等 を扱 っ た 教科 の 心 理 に関す る研 究で

　は ， 例年通 り，特定 の 教科書や ， その 単元 と直結 す

　 る報告 が 少な か っ た 。

（9） 大学生以降 城 人，社会 人 を含 む 〕 を調査対象と す る

　研究 は大 き く 2分 され て い た 。
1 つ は大学生 そ の も

　 の を 対象と す る研究で あ っ た。も う 1 つ は ， 成人 デー

　 タ と し て 手近な大学生 をデ ータ提供協力
．
者 と し て な

　 さ れ た研究で あ り，つ ま りは大学生 で も成人
・社会

　人 で も差 し支 え な い と み られ る研究で あ っ た。

  　大学生 を調査対象 とす る諸研究の 中に は，心 理 学

　 や 教育心理学関係の 授業研究や 指導法，大学生 の 学

　 習意欲 に 関す る研 究が 多くみ られ た 。

（iD　大学生 を調 査 対象 と す る諸研究 の 中 に は ， 教授 ・

　 学習 と い う よ りもむ し ろ ， 言語 や 記億等 に 閥 す る 基

　 礎的 な メ カ ニ ズ ム を扱 っ た研究が多 くみ られ た。

  　異文化 に 関す る研究 ， 外国 と の 比 較 に 関す る研究

　 は 少 な か っ た。

2 ． 教科 の 心 理

　こ こ で い う教科の 心理 と は，小学校算数や ， 中学校国

語 の よ うな教科 （た だ し，総 合的な 学習の 時 間，道徳等 を 含む ）

に っ い て ， 徽 育）心 理 学的な方法論 に 基 づ い て お こ なわ れ

た 報告 を あ ら わ す。具体的 に は，そ の 教科 と 関 わ る 学習

者論 ，
そ の 教授法，そ の 学習法，そ の 教授 ＝学習過程お

　　　　　　　TABLE　l 教授 ・学習部 門 に 掲載 さ れ た研究の 調査対象 の 内訳 〔第441［11論文集〕

幼 、」、 中 高 大 社 理論 不明 幼大 小中 小幅 中高大 1駄 大院 大社 合計

33 。 、212651 。 1 　 4 　 1 　 2 　 1 　 1 　 1 　 7 　
4
　

154

幼 、嫻 ，1、・小学
・1， 中 ・中牲 高 ・蔽 生 大 ・大 学

’1・ 〔蕀 で は専Fr』鞭 ∠1・・短芯 蛤 む ）

を 含 む）　琿論 二理 論 的研
．
究　イく明 ：年齢 の 記載 な し

院 ：人 学院生 　社 ：社会人 （成 入
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よ び関連要因等 を含 む 。 教科教育学研 3g の 教材論 は含

め な い 。

　〔1） 国語

　　作間 く2UO2 ）は ， 小 学 4 舟三生 を対象 と し て，作 貼 「ご ん

　き つ ね 1を読ん だ 感想 を 自由記述 法に よ っ て 求 め た v 内

　容 を論理的 に検討 した と こ ろ，「ご ん が 改心 し た 1「か わ

　い そ う．か な し くな っ た 1等 ， 作品全体 の 要点 と感想が

　不 さ れ て い て ， そ の よ 丿 な 主題 で 物 語を訌 ん で い る こ と，

　つ まり児童は読 み の 初期の 段階 か ら彼 ら な りの 主題把握

　を し て い る こ と が うか が わ れ た と した 。

　　神」．日 幽 一）は，・卜学 S ・a
．
生 が 物譜文読解を 深 め る 要因

　の 効 果 を み る た め に
， 劇つ くり群 ， グル

・．．プ 読 み群 の 2

　群 を 攴定 しf 授業実験 をお こ な っ た。劇 つ く り群 は ． 学

　習方 法 決 定 の た め の 占し合 い →グル
ープ 内 で通読 ・

内容

哩 解→劇 の練習→グ ル ープ ご との 劇上演→ま と め を 書く

　と い う手続き で あ っ た 。 グ ル ーフ 読 み拝 は ， 学習方法決

定 の た めの 。舌し 合い
一・グ ル ープ 内で 通読・内容理解 （場面

ご とに わ ：ナて1亅欄 を か け る）
一・ グ ル ープ の 進行状況の 報告 ・授

業者 に よる 剥整→グル ープ ご との 発表 → ま と め を 書 く と

い フ 于続 きで あ っ た。授業後 の 文章理解テ ス ト，授業者
に よ る児童 の 参加度に関する評定 か ら，劇 つ く り は 参加

度 の低 い 児童 の深 い 理解 に 有効 で あ る と した。

　 ρ藤 ・松島 （2002 〕 は ， 中学生を対象と して，説明文 の

書き手 が 読 み 手か らの 現実 の フ ィ
ードバ ッ ク を 受 け る こ

と に よ っ て ，文章の書 き直 し過程や 文章 その もの が どの

よ フ に 変化 す る か を検討 した 。 2 名 の 中学 生 が ペ ア に な

り，中学 3 年生 の 生徒 が 幾何学図形を説 明 す る 文章 を書

き ， 中学 1年⊥生徒が そ れ に 基 づ い て 図形 を 描画 し た 。

文韋 を書 く条件群 は 3 っ あ り ， そ れ ら は 図形 を で き る だ

け正 伍 に 言葉で 書 く記述群， 図形 を中学 1 年生 が 正 確 に

描 け る よ うに 文章を書 く伝達群，お よ び フ ィ
ー

ドバ ッ ク

条件群で あ っ た。記述群 ， 伝達群で は，原図 と最初 の 説

明文 を提示 して 全文 を書 き 直 す よ ）に 求め た。フ ィ
ード

バ ッ ク群で は，こ れ に加えて 中学校 1年生 力描 い た 図形

も提不 した。結果 と して
， フ ィ

ー
ドバ ッ ク 群 が 他の 2群

よ り も正確な 描画 を抽 き，多 くの加除修正 をお こ な う と

い う知見が得ら れ た。

　木村 ・丸山   02） は，高校 1年生 に お け る漢字の 書 き

取 りに つ い て ， その 誤答パ ター
ン の 分析をお こ な 一

， た。
授 業 で 使用 し て い る教科 勘 轍 き出 し广 漢字 に つ い て ，

小 テ ス トを実施，得 られ た k 答 を分類 し た。誤答 を 1〔工の
分類 カ テ ゴ リー

に 分別し，頻 辰 に つ い て 統計的検定 に か

け た 。 よ く間違 う パ タ ー
ン は 明 ら か で あ っ た 。あ り も し

な い 形 を書 い て しまう誤答 ［こ れ を ， 形 態 俳 存在） と し

た。］， 同じ音 の 別 の 字 を書 い て し ま、フ 訣答 ［こ れ を，音

韻 （同 剤 卜形態 拵 在 ｝ と した。］，似 た音の 別 の 字を書 い

て し ま う宀 皴 ［こ れ を ， 音韻 傚 似1−L 形 態（存 在）とした 。 ．1
等が多か っ た。こ れ ら の こ とか ら，渙字の指導 に は ， 漢
字の 持 つ 意味 の 理解 が 重 要 な課題 で あ る と考察 し た。

　山崎   咽 は ， 宮校 2年生 を対象 と し て ， カ ッ ト・イ
メ
ージ 法 の研究 を お こ な ） た。こ の 方法 は，「小説の 内容

を一一
連 の 画 と して イ メ ージ し， そ れ に よ っ て 本文 を分割

せ よ 」 と い うカ ッ ト ・イ メ
ー一ジ教 示 に よ る涜解指導法 の

こ と で あ る。期末試験 の 成紅か ら均等な 2群を設定 し，
一

方をカ ッ ト・
イ メ

ー
ジ教示 群， 他方 を段落分け群 〔・

μ純

イ メ ー
ジ君D と して ，小説 の 読解に 関 す る授渠実験 を お こ

な っ た。理解度 tt
一
ス ト， 一

週 門後の 内容 に 関す る自由再
生 の 結果か ら は，群間 に は 差 は み ら れ な カ っ た 。 し か し，
本文分割 （カ ッ ト）数 に よ っ て 詳 細 な検討 を 加 えた と こ

ろ， カ ッ ト ・イ メ ージ多分割群 は ， 理解度 テ ス トの 得点，
場面得点 が 高 か っ た。

　　   　算数 ・数学

　　　算数 ・数学は ，教科の 中 で は も っ と も報告の多か っ た

　　教科で あ っ た 。 岡本 〔200L），多鹿 （LtOOL），吉田 （？（，02） を

　　は じめ，小学校舞数科 と関連 す る研究 だ け で も10件以上

　　 の 報告が み られ た。

　　　算 数文 章題 が 正 し く解 け な い 原 因 の 1 つ に，知 識 が

　　あ っ て も問題場面 で そ の 知識を過切 に使 x な い と い う こ

　　とが あ る。坂本   02）は ，昨年発表 し た訓練実験 の成果

　　が．そ の 1年後 の ポ ス トテ ス トに お い て も継続 し て 認 め

　　られ る の か どうか を 報告 した 。 昨年の 発表 で は，小 数の

　　割合文章 題 で 正 しい 式を 立 て られ な い 小学 5 年生 を対象

　　に
， 既有知識 を活用 させ る 訓練実験 を お こ な っ て

，
ポ ス

　　トテ ス トで 割合 の 第 3 用 法 を扱 う課題 で 訓練の成果 を確

　　認 し た。 1年後の 小 学 6年生 に 再度 ， 同じ課題 を 夫 施 し

　　た と こ ろ，訓練 を実施 し た 割合文章題 に 限 っ て は 解決支

　　援訓練 に よ っ て 成績 の低下 を防 ぐ こ とが で き た と した。

　　　中澤 （2002 ）は ， 小学 5 年生 を対 象 と し て ， 小学校算数

　 科 の 分数 の 通分 に っ い て実験的研 究を お こ な っ た。学習

　　
マ ン ガ教材 の 効果性 に つ い て 他 の 教材 と比較検討 す る と，

　 説明文 の 効 果 が もっ と も有効 で あ り ， つ い で マ ン ガ 教材 ，

　 小説教材
．
の 順 に な っ た。

　　 植阪 （LOO2）は
，　

iP 　
’
；　 2年生 を対象 と し て ， 数学 の 文章

　 題 を解 く時 に図表を利用 す る L一と が 解 決 に 有効 で あ る と

　 い う意識を彼 ら が 持 っ て い る か ど う力 調 べ た 。 「図チ は解

　 決 に 有効 で あ る と い う認知」を み る有効性得点 と，「図 表

　 を か くこ と力 難 し い と感 じ る 意識 1を み る 質問紙を 実施

　 した 。 そ の 結果 ． 困難性認知 の 要因 力 図表 の 質 に 影響 を

　 及 ぼ す と い う知見等 が 得 られ た と し た 。

　　 小野 寺 （20｛；2）は
， 高校 1 年生 に対し て ，1奇数と奇数 の

99　 一
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和 は 偶数 で あ る 1 こ と を 証明す る課題 へ の解答 を求 め た 。

事前一事後 の 間 に 挿入 さ れ た 3 条件 の う ち ，第 1条件群

は 個数 の 和，第 2 条件群は奇数 と奇数 の差 の 条件設定 を

した 。 第 3群 は 対照群で あ り，連立方程 式 を使用 した。

そ して，第 1条件群 に よ る証 明は
・一

般性 を欠く文字 式 の

証 明 で あ る と の 観点 か ら ， 生徒 の 答案の 内容 に 論理 的 な

検討を加 えて 文字式使用 の 変化パ タ ーン を 詳細 に 分析 し

た 。

  　理科 ・社会

　金 田 伽 02）は ， 小学 5 年生 の 児童 を対象 と して ，混合

液体 の 温度判断に 関わ るイ ン フ ri一マ ル な 知識 の 要因 と ，

文章解決 方略の 要囚 に つ い て の 関連性 に つ い て 検討をお

こ な っ た。前者で は ， 3t5℃ の お風呂 の 温度 に つ い て ．そ

の 温度 よ りも高 い お 湯，低 い お 湯，同じ高 さの 温度の お

湯 を付加 した と き の，そ れ ぞれ の 場合の 温度 の 高さ に つ

い て の判断 を選択肢 に よ っ て 尋 ね た n 後者で は，30℃ の

水 1 リ ッ トル の 中 に ，40℃ の お 湯 1 リ ッ トル を注 ぐ と何

リ ッ トル の 何 ℃ の お 湯 が で き る か とい う文章題 に つ い て

記述式 で 回答を求 め た 。 結果 で あるが ， イ ン フ ォ
ーマ ル

な知識を 想起す る こ とが 文章題の 解決方絡 に 及 ぼ す影響

は ，
ほ と ん ど み られな か っ た 。

こ れ ら 児 童 は 正 し い イ ン

フ ォ
ーマ ル な知識を 持 っ て い る が ， そ の 知識は 混合 液体

の 温度判断 に 関す る 文章題解決 に は，う ま く使 わ れ て い

ない 可能性が あ る と考察 され た 。

　小林寛子   吻 は ．小 学 4 年生 を対象 と した 「体験型

学習」の 授業実験 を お こ ない ，話し合 い 活動 の 有無 〔L？）×

理解目標表示 の 有無 （2）の 実験言1．画 に よ っ て ， 流水 の 三

作用 履 食，運搬，堆樹 に 関す る発見 や 理解度 に 及 ぼ す 効

果 を 調 べ た 。児童の 発見に 関す る 自由記述法の 分析 か ら

は ， 分散分析に より理解目標明示 の 主効果が 5 ％ の 有意

水準 に 近 か っ た ．理 解度 テ ス トの 分析 か ら は ， 話 し合 い

活動 の 要因 の 主効果 が み られ た 。理 解 目 標明示 の 主効果

は 5 ％ の 有意水準 に 近 か っ た。そ し て，話 し合い 活動 は，

個人 の 発見 を他者の 発見 と関連 づ け る こ と で 理解 の 深化

　に 影響 し た の で あ ろ う と考察 し た 。

　 荒木 （2002） は ， 中学 1 年生理 科 に お け る生徒 の 関心
・

　意欲 の 実態 を調 べ た （調 査 D ，、そ して ， 学 習内容， 班学

習 ， 自由研究等よ り もむ し ろ 実験 ・観察が 好 き嫌 い の 主

　因 で あ る と した 。 こ れ らを踏 ま え た 調査 2 で は ， 授業 の

　中に 体験 的学習 の 時間 （観 察，実 験〕を組み 込 ん で 授業実践

　を お こ な
一
， た 。 そ し て ， 生徒 か らの 感 想 に は ， 他単 元 よ

　り も 関心 や 意欲 0）感 じ られ る 感想 が 多くみ られ た と し た 。

　　湯澤
・松内 （L？002） は，中学校理 科 に お け る 「力 と速 さ

　の 関係」 に っ い て 授業実験 を お こ な っ た 。 実験群 は．最

　初 に 1力 と 速 さ の 関係 」 （数 学の 知 識 ）を 教授 され ，そ の 数

学 の 知 識 を 用 い て 現実的な課題 の 解決をお こ な い な が ら

物理法則 を学習す る 条件群で あ っ た。統制群 は，実験を

通 し て 物理法則 を帰納しなが ら学習 す る 条件群 で あ っ た。

結果 は，実験群の 方が 統制群 よ り も，関数を用 い た応用

的な問題 の 成績 が 良か っ た。また ， 実験群 の 方 が ， 授業

へ の意欲 ，
グ ル ープで の 協力 に 関する自己評価が高 か っ

た。

　山縣 （L）OOL）） は ，回路内 の 電流は
一

定 で あ る と い う科学

的概念 をもっ て い る の に か か わ らず発熱体で 電子 は消費

さ れ る とい っ た 矛盾し た 解答 をす る高校 ユ年生 に つ い て

授業実験 をお こ な っ た 。電流 の メ ン タ ル モ デル （有無 ）×
−

et・1生 侑 無 〕× 学習 目標志向性 鰥 題志 r‘IP 配 志 向） の 分散

分析 に よ る と，志向性の 主効 果 と
一

貫性 × 志向性 の 交互

作用 が み ら れ た。科学的に 正 しい か ど うか に か か わ ら ず ，

一
貰 した メ ン タ ル モ デル を用 い て 解答 をお こ な っ て い る

生徒 の 方 が 自己志 向性 が 高か っ た。

　昨年 の概観 嚥 村，ZUO2，　p．98） で 指摘された よ う に ， 今

年 も また社会科に関す る報告 は 少 な か っ た 。 梅本 ・中 川

〔LUO2｝は ， 小 学校 5 年 生 社会 科 に つ い て ，
モ ニ タ リ ン グ自

己 評価 を用 い た教授法 の 効果 を検討 し た 。
モ ニ タ リ ン グ

訓練 の 有無 （L ）× 小集団討論 の 有無 〔2 〕の 4 つ の 実験条

件 が 設定され た 。 単元は ， 「L］本の農産物 と耕地」「水産

業の 盛 ん な 地域」 で あ っ た 。 ポ ス トテ ス トに 関す る分析

か ら ，
モ ニ タ リン グ自己評価 訓 練法 は，モ ニ タ 1丿ン グと

小集団討論が 学習遂行 に 相乗作用 を も た ら す こ とが 示 さ

れ た 。 到達度 自己評価 と小集団討論 は，学習遂行 に 相反

す る作用 を も た らした と し た。

　 小池 〔2〔｝O
’
z）は ，高校生 を対象 と し て ，

1）質問紙に よ

る学習動機 学習行軌 歴史態度 ，
2 ）中間 ・期末考査

　に よる歴史知識 ，
お よ び小 テ ス ト ・中間考査 に よ る歴 史

的思考力 を調 べ た 。 そ して，高校生 の 学習行動 に よ る 歴

　史知識
・
歴史的思考力 の モ デル に よ る 分析 を お こ な っ た。

　こ れ は 大学生 を調査対 象 と し て お こ な っ た 前報 と は 異 な

　る結果 で あ る と考察 し た 。

（4〕 外 国語 （英語，日本語）

　益谷 （2“O1〉は，中学 1〜 3 年生 に 対 して ，彼 らの 既習

単 語 と 未習単語 の リス トを示 し て．そ の 発音 と意味 を 記

述 さ せ た 。
そ し て，既習語，未習語に っ い て単語の 音声

化 が 意味記憶 と どの よ う な関係 に あ る か を検討 した 。 未

習語の発音可能 数 は 25％ → 59％→68％ と な り． 学年 と共

に 上 昇．した 。 そ し て ， 2 年生 の 700語程 度 か ら音声 の パ

ターン が 帰納で き る の で は な い か と考察 し た。

　安藤 （LPOO2〕は ， 中学生 に 対 し て，英語学習の 動機 づ け

をみ る 尺度，自律性支援 の 認知尺度， 自己 決 定 意識尺 度

の 質問紙 調 査 を お こ な っ た 。そ し て ， 自己決定意識得点

一 1C｝O 一
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と， 英語学習 の 動機 づ け に関す る内発的動機づ け得点 と

の 間等に有意な正 の 相関関係 力 認 め られ る と し た。

　 中西他 （2002）は ， 国立大学 の 附属中学校で お L な っ て

い る個別学習 ア シ ス ト教室 へ の 参加 を含む 中学 2年生 の

学級生徒 に つ い て ，ア シ ス ト教室開始前 と 開始後約半 年

後 の 2 回 に わ た る質問紙訓査を分析 した 。尺 度 は ， 自信
一

曜 味 尺 度 ，メ タ認知的方略尺度 ， 学習意 欲尺度 で あ っ た．

凋査時期 〔L）× ア シ ス ト教室参加 の 有無 〔ZO に よ る分散

分析 の 結果 ， 学習意欲尺度 の う ち の 遥成志向得点 に お い

て ， 調査時期 の 有意な主効果 が み ら れ た 。

　中村 ・宮原 （200ウ） は，高校 2 年生女 子 に対 し て 英検準

2級 の 2次面接用過去問題を課 し た v そし て，芙文聴 き

取 り 〔リ ス コ ン グ） の 速度 ， ポーズ （｛＊　1［，｝，EFT 岬 x 図

形 ヲ
．
ス ト〉 の関係を 調 べ た 。

　磯田 （2〔〕  は ，大学生 に 実 施 し た イ ン タ ビ ュ
ー（調 査 1）

を も と に し て ， 中学生，高枚生 に 対 す る質問紙調査 を お

こ な い ，文法 を 学 ぶ こ とが，英語文法 の 問題 を解 く こ と ，

お よ び聴 く，読 む，話す ， 書 く の 4枝能 に 対 して ど の 程

度有幼 で あ るか ど うか を 7 段階 で 尋 ね た。まず，学
」
’
S　9一

の 傾向 を探 る た め に ク ラ ス ター
分析を お こ な い ， 7 つ の

学習者 ク ラ ス タ・一を識別 した ．そ し て ， 各 ク ラ ス ター
別

に
， 文法問遺を解 く こ と ， 聴 く，読 む，。舌す，吉 くの そ

れ ぞ れ の 評定平均値 を算山 した 。 そ れ ら を み る と， 7 つ

の ク ラ ス タ・一す べ て に お い て ， 書 く， お よ び人 語文法の

問題 を解 くこ と の得 t
［、、」1が 高か っ た。ま た 他 方 で ，聴 く，

話 す に 関 す る 待点 が 低 か っ た
。

　森川 〔2［）U2〕は， トン ガ 工 国 の 口本 m ≠習者 塙 校生 ）を

調 査 対象 と し て
， 日本諸 子 習者ヒ 吾　 摺 〉と非学 岬者 に

言 語学 占） の 言 ．吾漂度 を 比較 し た ，、Fr譜態度 の 測 定 は ，

matched −guise 技法 に よ っ た 。 測 定結呆 や イ ン タ ビ ュ
ー

の 結果か ら ， 三 言 uA 学 習は，言語 に よ る優劣，言詒に よ

る 偏見を克服 す る 方向に 働 い て い る可能性 が あ る と 考察

し た 。

〔5｝ 音楽，総合的な学習の 時間ほ か

　中西單果 （2nt｝ ） は ，高校 2 ， 3 年生 に 対 して ， ソ プ ラ

ノ リコ
ー

ダーに よ る演奏指導 の 教授法 に つ い て 検討 した。

指導 内容は，ク レ ッ シ ェ ン ド ・デ ク レ ッ シ ェ ン ド，リ タ

ル ダ ン トの表児 課題で あ っ た n ク レ ッ シ ェ ン ド （だ 〆．，ごん

強 ⇔ と説明 0）あ る 1教科 邑指導」の 条イ1と， ク レ ッ シ ェ

ン ド 〔風船 を た 〆 シ砺 帆 ま t る 、L う に 1 と書 か れ た 「動 き の

メ タ フ ァ
ー

に よ る 指 尋 1 の 条件 を設定 し て ， 指導結果 を

比 較し た u 糸口 果 で あ る が ，ク レ ッ シ ェ ン ド・デ ク レ ッ シ ェ

ン ド 誹越 ， リ タ ル ダン ト課題 と もに
， 動 き の メ タ フ ァ

ー

に よ る指導 が ヒ手 で あ る と い う 評定が 多か っ た。

　ア レ ン 玉 井・柄田 （200Lt） は，文部省 の 研究指定 を 受 け

た公立小学校 に お け る英語活 動 に つ い て，授業観察をお

こ な い
， そ の特徴を分析 した。総合的な学習の時間 で お

こ なわれ る 国際理解教育，お よ び 「小学校 の 英語活動 夷

践 の 手引 き」等 の 分析力 ら ， 総合的 な 学 習 の 時間 ・国際

理解教育 → 外国諸会話 ・英詒活動 とい う 流れ を確認 す る

一
方 ， 興体的 に 研究指定校の 実態 が ど うな っ て い る の か

を調べ た c 結果 で あ るが，央
士

活動 と して の 授業は，授

業の 展 開や 教材 な ど が 同
一

学年 だ け で t’く他学年で も共

通 で あ る こ と，定 型的 な英
」

表現 の修得が 中心 で ある こ

と，教師た ち か ら児章 へ 教 え る 時間が 多 く ， 児童問 の 芙

諸 に よる や り と り の時門が少な L こ と 等 の 特徴が み られ

た と した 。そ し て ，こ れ ら は コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン 能力 を

促す こ と を ね ら い と し た 英語活動 と して は 不十 ｝で あ る

こ と を指摘 し た。

　山森 ・古豕 （200Z） は，あ る 中学校に お け る 2 年間25回
，0時問 の 総合的な学習の 時間の 成果 を，カ リ キ ュ ラ ム 開

発の 観点 か ら検 討 した 。 授業の 内杏は ， 半和の 文化 に 関

す る もの で あ り，外部講師の 膚債，影絵 ・朗 読劇の 発表

等 で あ っ た。生徒 の 感却 之を論哩 分析 した と こ ろ， 1円

玉募金 や イ ン ター
ネ ッ ト ク リ ッ ク 募 金等 の 寄付行為 と

い っ た，実生活 に お け る転移が 効果性 と して 見 られ た

実践が 受容さ れ な い ⊥徒 の 例 も認 め られ，そ れ leこ つ い て

の 考察 が 加 え ら れ た ロ

3， 学校教育に お け る動機 づ け研究 ， テーマ 学習等

　市原 ・新井 〔2Q｛〕2） は ， 1‘J校 1 ， 2 年生 を対象 として ，

学業的自己概念の 自己記述質問紙 〔「「本詒版 ） を 作成 し，

性差 ， 文化系 ・理 科系 （JS・一ス ， に お ける違 い を調 べ た 。

学業的自己 概念 と は ，与 ＊ に 対
『3 る興 味 ・

有能 さ に つ い

て の 自己認知 で あ っ た 。 岡諸的自己概念，数学的自己概

念，英語的 自己概念 ， 学業
一

般的 自己概念の 4 つ の 得点

そ れ ぞ れ に つ い て ，性差 （2 ）× コ ース 〔文 系・理 系・その 他 1

：」）の 分散分析 をお こ な っ た 。学業一般的 自己概念得点 で

は，コ ー
ス 要因 の 主効果 が得 られ た 。 英語的 自己概念得

点で は，性差の主効果 の み が 見られた 。 国語的自己概念

得点 と
， 数学的自己概念得点で は ， 性 差 と コ

ー
ス 要因 の

主効果 が 見 ら れ た e

　金 子 ・守 （1，e〔）lnb） は ， 動 機 づ け研究 の 動 向 i・．lxlす る心

理 学的研究 の 動向 をま と め 展望 を ＊
’
こ な っ た 。金子 ・守

（2D（）la）は，1966年力 ⊃ 20〔1｛1年 に わ た る 午習に お け る動機

づ け に 関運 す る 論文 を ERIC デ
ー

タ ベ ース に よ っ て キ …

ワード検索 しナ　 そ して ， 統制の 所在，内発的動機 づ け，

原因帰属 ， 自己 調整学習，学習方略，自己効力等に つ い

て 嗷 的 な動向 の 概観 を お こ な ♪ た。さ ラに ，木邦 に お

け る研究 に つ い て も，現職 教員 の 視点 を意識 した考察を

お こ な っ た。さらに 金 子 ・守 （2D川 b） で ほ，学習戊 伯 ・学

．− 101一
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習方略 と動機 づ けの 関連に関す る研究 の 概観 をお こ な っ

た。そ し て ， i
．
国内の 教育 実践者 に 顔 を向け た研究を して

くれ る こ と を 目本 の 教 育 心 理 学 者 に 強 く望 み た い 1 と 論

じ た。

　テ ス トに つ い て は，村山 （［）UO2），犬 塚 （2α必 等 の 報告

が 見 ら れ た 。 村山 （ZOU2 ） は ， 中学 2 年生 を対 象 と して，

歴 史 の 近現代史を題材 と した 5 回 の 授業を お こ ない
， 授

業 の たび に， 3 つ の実験群に 対し そ れ ぞ れ 同
一

形式 の 確

認 テ ス トを実施 し た 。 3 群 と は ， 穴埋 め 群，記述
一非添

削群 ， 記述　添削群 で あ っ た。最後 の 5 回 目の授業後に

は，学 習方略 に 関す る質問紙調査を実施 し， こ れ に よ り

生 徒の テ ス ト前の学習方略 を把握 した。主な結果 で あ る

が ，記述式 テ ス トは，深 い 処理 の 学習方略 で あ る 意味理

解的 な 方略 を促進し た 。 穴埋 め 式 テ ス トは ，浅 い 処 理 の

学習方略 で あ る 暗記 方略を促進し た。

　犬塚 （2002）は，中学 2年生 が 事前に他 苔の 文章 を評価

す る 話 し合 い 活動 をす る と，事後 の 作文 テ ス トの得点を

高 く評 定す る か ど うか を検討 し た 。 評価 を 個人 で お こ な

う個人条件，評価を協同で お こ なう協 同条件，個人 で 評

価後 に 協同で 評価を お こ な う個人
．．

協 同条件 を 設 定 した、

結果 と して，個 人一協同条件が個人条件 よ りも有意 に 高

い 事後テ ス ト評 点 と な っ た。

　植 木 ・清河 ・岩男
・市川 C：．002 ｝ は ， テ ーマ 学習に お け

る 自己 制 御 的 活動 の 支援 に つ い て 考察 をお こ な っ た 。こ

こ で い うテ
ー

マ 学習 と は，い わ ゆ る 調 べ 学習， 課題解決

学習，プ ロ ジ ．L ク ト学習等 とよばれたタイ プ の 学習 で あ

り ， 児童 ・生徒が 自らテ
ー

マ を選択 し ， 情報収集を お こ

な い ，そ の 結果 を ま と め て発表 す る
一

連 の 学習活動 の こ

とで ある u こ の 報告は ， 大学 が 募集 した 「遊 び と学 び ゼ

ミ ナ
ー

ル 」 に 応 じ て 参加 し た 小
・巾・高校生 9 名と ス タ ッ

フ 12名 と の 実践活動をべ 一ス に した 論考 で あ っ た。特 に

児童生徒が どの ような内的 な知識
・技能を も ら ， そ れ を

ど う高 め て い くか とい う点 に 焦点 が あ て られ た 。活動 の

流 れ は ， テーマ 設定 と班編成，取材前の 情報収集 ， 職場

等 で の イ ン タ ビ ュ
ー

取 材，収集さ れ た情報の 整琿 とパ

ワーポ イ ン トを便 っ た ス ラ イ ド作成，全体 で の 発表会で

あっ た。ス タ ッ フ が 長期 に わ た っ て支援 し て さ た 活動 を

自己分析 し ， ま た参加 児童生徒へ 面接 をお こ な っ た 結果

か ら，自己 制御 ス キ ル の 直接的な教授，モ ニ タ リン グ機

能 と い っ た 点 に つ い て ，テ
ーマ 学習 へ の 支 援 の 効 果 が み

られ た と考察 し た 。

4． 大学に おけ る （教育）心理学 の 授業研究

　 傚 育）心 理 学 の 授業研究 に つ い て の 発表 が み られ た 。立

木 （LtOC）2）は ， 定性的 デ ータ に つ い て 2 × 2 の ク ロ ス 集計

表 を使用す る と き，心理 統計 の 初学者が 1
．
比率」「関係」

i原 因」とい っ た 用 語 の 使用 に よ っ て どの よ うに 解釈が異

な る か を検討 した 。

　田中 ・山内 （2no2） は，大学 の 心理統訓法 の 授業受講生

に 対 して ，自分 の 能力 の 発達 と向上 を め ざす マ ス タ リー

接近目標な ど 4 つ の 達成目標志向性 が，期末試験 の 得点

に 及 ぼ す影響を検討 した 。小 力 （2002）は，心 理 学授業の

受講人学生 に 対 し て， 4 つ の 目標志向性が授業態度，試

験準備，成績 に 及 ぼ す影響を調べ た
。 藤 田 ・田 中 （2002）

は，教育心理学の 授業 に お い て ，受講大学生 の 3 つ の 目

標志向 が 彼 らの 授業評価 に ど の よ う に 影響 す る か を調 べ

た 。ま た 原因帰属や 期末試験成績 に 影響 するか ど うか を

検討 した 。

　教授 法 に つ い て は 西 口 （L｛）U2）， 宇田 （2腿 ）， 向後 （LOO2〕

の 報告 が 見 られ た 。西 ［   。2｝ は，教職課程受講 の 大学

生 に 対 して ，ス キル
・ア ッ プの た め の ワーク シート利用

の 効果 を検討 し た 。 ワーク シ
ー

トは，学校現場 の 小学校

教師が ， 問題場面 で 児童 に 対 し て 言葉 か け を す る ス キ ル

で あ っ た 。

　宇田 （20D21 は ，
こ れ まで ，

　 BRD 方式 （ブ リ ーフ レ ポー

ト加 D を 提案 し て きた 。BRD 方式と は ， 1 コ マ の 授業

に お い て ， 学習 テーマ 確認 ， 構想 ， 情報収集 ，
ブ リ

ー
フ

レ ポート執筆 の 4 段階 の 実行 を受講生 に 課 す学習指導法

で あ る。 こ の 方式 の ポ イ ン トは ， テーマ の困難 度 が 動機

づ け に 影響す る とみ る点 に あ るとい う。そ こで 今回 の 発

表 で は ，受講 牛 に 対 し て ，授業 の 事前事後 に 自己 理 解評

定を新た に求め て ， 受講生 自身 の フ ィ
ー

ドバ ッ クの 充実

を は か っ た
。

　向後 C」002） は ， 織田 U99D の 1大 福帳 ［カ
ー

ド方式

と ， 田 中 〔1999）や 向後 〔2UCII＞ ら の 質問書方式 の 比較をお

こ な っ た。こ の 心理学概論の授業に つ い て の 7 つ の 評価

の 観点 は 両方式 と も に 高 か っ た 。た だ，大福帳を使用 す

る と い う 1 つ の 評価観点 だ けが ，質問書使用 の授業評価

よ りも高得点を示 し た 。

5， 大学に お け る授業研究

　佐藤朗子 （200L？）は
， 大学 の 教授法 に お け る 知 識伝達 の

4 つ の タ イプ を分類 した 。 そ れ ら は ， 1） あらか じめ よ

く構成さ れ た情報提示， 2 ）情報 の 構造 を学 習 者 に 構築

させ る よ う な提示 ， 3）文宇 化 ・文章化 さ れた 情報 が 手

元 に 確保 で き る ， 4 ＞参加し な くと も後か ら取 り返 しが

き くの 4 っ で あ っ た。そ して，こ れら と学習観 4 尺度問

の 相関的な関連性 を調 べ た 。

　佐藤淳 （2DO2 ）は ， 経済学部大学 生 に 対 し て，経 済 現 象

に 関わ る素朴概念の 形成要因 の検討 をお こ な っ た 。
コ ス

トの 発 生 根拠 の 明 確 さ と商 品 の 購 入 可能性 の 有無 の 2 要

因 の 組 み 合わせ か ら，ホ テ ル の 喫茶室 の コ ーヒ
ー

の 価格
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な ど の 1事例 を作成 した。こ れ ら商品販 売価格 が 特殊な

場所 で は通 常 よ り高 く設 定さ れ て い る 4事例 と，効用，

需要 ，
コ ス ト と い う説明原理 の妥当性評定との 問で ， 2

要因 の 分散分析 に よ る検討 を お こ な っ た。

　大 島 ・
丸野 伽 Ol） は，共 同学習 の 形態 に つ い て 整理

し，協調学習 に つ い て の 提 案 を お こ な っ た、、共 同学習 の

形態 に つ い て ジ グ ソ
ー

学 習法 Uigsaw　 Me 匚h ・d），　 STAD

〔SrudPm 　Teams ・Achic，vc ，nwTit 　Divisi‘ms ），　Group 　IIlvestiga−

tion を概観 し，さらに コ ン ピ ュ
ー

タを利 用 した カ リキ ュ

ラ ム デザ イ ン を提案 して ，実際 に 教授効果を検討し た と

こ ろ ， そ れ に よ り学習者 の対話 が 進 ん だ 。

　大学の 期末テ ス トや 期 末の 課題 は，高頻度で 経験 する

ス トレ ス の 多い で き ご とで あ る 。 鈴木・嶋田
・
坂 野 〔20DD

は ， 大学生 に お け る テ ス トへ の対処行 動 の継時的変化 と

ス ト レ ス 状態 と の 関連 を調 べ た。対処行動 に つ い て は
，

effort 状態，　 distress状態を み る質 問紙 を 用 い た。前者

は
，

コ ミ ッ ト メ ン ト， 影響性 の 評価 ， 問題解決 に 関す る

項目，後
．
苔は脅威性の 評価， コ ン トロ

・一
ル 可能性，同避

的対処 に 関 す る項 囗 か ら な っ て い た。ス トレ ス 反 応 に つ

い て は，抑 うっ ・不安，不機嫌 ・怒 り，無気力，自覚的

身体症状 に 関す る 尺度か ら構成さ れ た 質問紙 を 用 い た u

定期試験 1 か 月前， 1週 間前，T百前 の 合司 3回 の 測定を

お こ な っ た。結果 か ら，女子学生 の 不機嫌 ・怒 り得点が

男子学生 よ り も高 い こ と ， 自覚的身体症状得点は男女 と

もに テ ス ト直前に 顕著 に 高 くな る こ とが 明 らか に な っ た。

テ ス ト 1か 月前か ら直前 ま で
一

貫 し て eff‘〕rt が低 く dis・

tress が 高 い 学生 や，一一
貰 して effort と distressが 共 に

高 い 学生 で 対処行動 をお こ な う者 は，他 の 特徴 を示 す 者

よりもス トレ ス 反応 が 強 い 傾 向が み られ た。多 くの 結果

か ら，ナ ス ト 1 週間 か ら テ ス ト直前 ま で の 期間 の ス ト レ

ス 反応 を軽減 す る た め に は，distress型 の 対処 をい か に

抑 え る か が 重 要 で あ る と 考察 した 。平野 ・大久保 ・阪 （LOOL）

は ， 大学生 と成人 （ri
．
1高 ｛r・〕に対 して ，

コ ン ピ ュ
ータ 不安

尺度 に よ る調査 を実施 し た。成人 （中高 年｝ と人学牛 と の

比較 か ら，パ ソ コ ン 苦手意識 の 群．差 を調 べ た。

6． 教育 ・学習環境 と しての 大学

　 大学 シ ス テ ム
， あ る い は 大学生 の 内的要因 と教育環境

と して の 大学 の 関係 を．見よう と した発表 が あ っ た 。杉山

LL｛〕OLt） は，学生生活の 質 （Quality　ofStuden1 　Lifc；QoSL ） に

関 す る 尺度 の 作成 を 試 み た。因子分析 の 結果 か ら 9 因子

解を採用 し ， さ ら に そ れ ら は，大き くは次の 3 つ ，　1）

大学 の 施設 ・設備 の 快適 さ，資格取得 支援体制 ， 講義充

実度 の グ ル ープ ［施 設・立地 と授 業充実度］， 2 ）演習 〔ゼ

ミ） の 充実，ス ポー
ツ ・外国語 な ど の 自主的学習支援施

設 ，サ ーク ル 活動支援体制 ， 教員学生 コ ミ ュ ニ テ ィ
ーの

グ ル
ー

プ ［自 屯 的 学 習 ・活 動 と 教 員 学 生 コ ミ ュ ニ

テ ィ
ー
］， 3 ）自主的学習指導体制 ， 職員・校友 と学生 コ

ミュ
ニ テ ィ

ー
の グル

ープ 1学習 指 導体 制 と職 員 校 友 コ

ミ ；・．ニ テ ィ
ー1 に ま とめ られ る こ と を想定 した。そ し て ，

それ らと達成感 ・満足感 の関係 を調 べ た 。

　谷 田 （L’Of｝LO は，学生 生 活α）充実度，出席率 ，
18歳人 凵

の 大学進学率 に 関す る15変数 か ら ， 大学生 の 進学 理 出 6

類型 お よ び在学 理 由 6 類型 を 立 て た 。そ し て ，進学理由

と学生生活 の 充実度， 在学理 山と学生生活の 充実度 ， 出

席率と在学 理 由等 の 相関的関係を明 ら か に し た 。

　高橋 ・仮屋園・安楽・中園 （2［）02），安楽・
仮屋園

・高橋 ・

中園 C2002｝，中園 ・仮屋園 ・高橋 ・安楽 （2〔）02） は，大学

生の 学習観 に つ い て ，受験 時代 の 学習観，大学時代 の 学

習観，人間の 学びが成立 す る要因に っ い て 検討 し た。恵

識 調査 を因子分析 した結果か ら ， 受験時代の 学び ， 大学

時代の学び，人 間 の 学 び に つ い て の そ れ ぞ れ の 特徴 を，

能動性 ， 自己 実現願望 ， 自己 の 確立 と い っ た 側 面 か ら把

握 した，，

　神藤 〔L）O（）2） は ， 重 と し て 工 学部 と理 学部 を 中心 と した

大学 2 年生 を対 象 と して 自由記述法 に よ る 回答 を求 め ，

高校 か ら大学 へ 進学 した 時 に 学業而 で は ど ん な こ と で 驚

い た か を調 べ た。結果 は 10の カ テ ゴ リーに 分類 さ れ た。

多か っ た の は 「授業運 営 シ ス テ ム 」に つ い て で あ り，「授

業に出席 し な く て い い 1「大人数講義」等で あっ た 。 ま

た ，「教員 の 態度 ・様子 1で は，「教 え る 情熱 ・意欲 が な

い 教官が 多 い 」「同 じ 名前の 授業 で も教官 が 異なれ ば 内容

が 違 う 1等が あ っ た。

　権藤 ・藤原 ‘20d）2） は，社会福祉士養成課程 の 学牛 を対

象 と し て学生用 ソーシ ャ ル ・サ ポート尺度 に よ る調査 を

実施 し た。彼 ら の 海外研修 プ ロ グ ラ ム （体 験 実 習，ロ
ー

カ ル

ボ ラ ン テ ィ ア ）へ の 参加経験が，そ の後の 人 間関係の捉え方

に 影響 を もた らした か ど うか を検討 し た 。

7， 教職の 心 理

　学校教 員の 継 続教育 ， 教 員研 修 の 方法 に っ い て は ， 富

田 〔LOOLt），大芦 （LOO2）が あ っ た D 富 田   剛 は，幼稚園

教諭 ， 保 育園保育者 に 対 し て ，
ビ デ オ 自己評価法 を 用 い

た 援助 ス キ ル の 研修方法 の 開発研究を お こ な っ た。ビ デ

オ 自己評 価群 と ， チ ェ ッ ク 1丿ス ト自己評 価群を 設定 し ，

援助 ス キ ル チ ェ ッ ク リス ト得点 と，自尊感情尺度得点 と

の 関連 を み た。

　大芦 （2002〕は，中学校教免法認定講習 に 参加 し た 現職

教 員を対 象 と し て
， 自 ら の 講義 「教育心理学 嗷 職 科 帥 」

の講義内容に関す る事後評価ア ン ケ ートを お こ な っ た 。

授業の 内容 は ，「幼児，児童及 び 生徒 の 心身 の 発達及 び 学

習の 過程」の う ち前半を学習 ． 後半 を 発達 と した も の で
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あ り， 教育評価は除い た 。 15回分 の うち ， 興味 ， 関心 ，

実践件 と もに 低 い 評価 で あ っ た の は，教育心理学，発達，

学習 の 歴史的背景等 の 内容 で あ っ た 。 比較的高 い 評価 を

得 た の は，記憶，知識 ， 動機 づ け等 で あ っ た。教育現場

の 諸問題 を考え る う えで ，潜在的 に 手 が か り を与 える可

能性を持 っ て い る 内容 が高か っ た と した。

　 指導法 に つ い て の 意識 調 査 に は 上 岡 （20〔〕2〕 が あ っ た。

上 岡 （20〔）L））は ， 小学校教諭に対 し て， 1＞小数，分数の

適切 な指導学年 に つ い て
，

2 ）小数 ， 分数 の 指導順 序 に

つ い て， 3）導入学年，導入順序の 根拠 に つ い て の ア ン

ケ ートを お こ な っ た 。 小 数， 分数い ず れ も 3年生 で 導入

する こ と が 適切 と 見る割合 が 多か っ た。したが っ て ， 4

年生 を 導 入 時期 と し た 新学習指導要領 算数科 と ズ レ が み

られ た 。

　着抃 （2002 ） は ，中・高校へ の 教育実習 牛 の 日誌 を論理

分析 し ， 教育実習の教育的効果 に つ い て の 考察を お こ

な っ た n あわ せ て ，提 出ず み の 5 層 8 而 モ デル に 関 わ る

検討 を加え た 。

　小林敬
．・

（2002）は，小学校教師 を対 象 に して ， 教育評

価をキ
ー

ワ
ード と した連想語 を求めた。そ して，イ メ

ー

ジマ ッ プを作成した と こ ろ，特徴的な 以 ドの 6 つ の タ イ

ブ が 見 ら れ た 。そ れ ら は授業優位 ， 授 業 と 成績評価優位 ，

教育評価方法 の 類型優位，学校 ・
学級経営優位，教 育行

政 。制度優位 ， 多様な側面で あ っ た 。

　比 留問 （2002）は，現職教員 と教員養成系大学院生 に 対

し て ，R ．J．　Sternbergの 教師 自己 評 価 用 思 考 ス タ イ ル 質

問紙 ，児重 ・生徒評価用思考 ス タイル 質閾紙 の 両方 を実

施 し て，目本語版 の 作成を お こ な っ た。児童 ・生 徒評価

用思考 ス タイ ル 質 問紙 に は ， もっ と も優 秀 で あ っ た 児

童 ・生徒
一

人 を 思 い 浮 か べ て も ら い 回答 を求 め た。両尺

度得点問の相関係数を求め る と， 7つ の下位尺度の う ち

立 案型，順守型 ，微視型，革新型 に つ い て 優位 な 正 の相

関関係が 見 られ た 。 教職年度 と
一
ド位尺度 との 相関係数 を

産 出 した と こ ろ ，教師 自己評価用思考 ス タ イ ル で は ， 年

齢 と保守型 の 問 に 優位 な 正 の 相 関関係 が 認 め られ た。理

想 と す る 児童 ・生徒評価用思考 ス タ イ ル で は立案 型 ， 評

価 型 ，巨視型，革新型 と優 位 な 正 の 相関値 が 得 られ た。
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