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　 （東北大学）

は じ め に

　本稿 は，今年度の 教授 ・
学習研究 を概観 し，今後の研

究の 方向性 に つ い て 考察す る こ と を目的 と し て い ろ。

　教授 ・学習研究の 対象範囲 は幅広い が ， 本稿で は教科

教育 を軸と し て研究成果 を概観す る。た だ し ， 筆者 の 主

要 な関 心領域 で あ る文 章理解 ・文章産 出研 究 や知 識 の

晒 ）構成的 な 活 動 へ の 関心 に 基 づ い て概観す る研究 に つ

い て選択 を行 っ た。直接教科教 育を対象 として い な い 場

合や，研 究対 象 者の 学齢が 小 学生 か ら高校生 ま で の 児

童 ・生徒だ け で な く ， 幼児や 大学生 を対 象 と した 研究 に

つ い て も，教授学習 に 関連す る と 筆者が判断し た研究 を

扱う こ と とす る 。

　本稿 で 対象 と した研究 は，f教育心理学研 究』 を中心 に

2〔｝04年 7 月 か ら2005年 6 月末 ま で に わ が 国 で刊行さ れ た

論 文 と，2蝋15年 9 月 に 開催 され た教育心理 学会第 47回総

会 で 発表 さ れ た論文 で あ る。た だ し ， 『総会発表論文集』

に お い て 教授 ・学習研究に該当す る と考 えられ る 発表論

文数 は
， 他領域 と比較 し て 数 が 多い た め ，本稿 で は 取 り

上 げ られ な か っ た研究 も多い
。 そ れ ら に つ い て は ， 興味

深 い 研究 で あ っ て も紙幅 の 都合上紹介で き な か っ た こ と

を 予 め ご了承 い た だ きた い 。 同様 に ， そ の他の 学術雑誌 ，

図書 ， 各種研 究機 関 の 研究紀要 に 発表 さ れ て い る 教授 ・

学習研究 の 成果 に つ い て も，本稿で は割愛 せ ざ る を得な

か っ た 。 ま た ， 論文 の概観に あた っ て 以下各節に 分 けて

い るが ，
こ れ は筆者 の 判断 で 便宜的 に 行 っ て い るもの で

あ り，各著者の 考 え と は異な る か も しれ な い が ， ご容赦

願 い た い
。

　 1．国語に 関連する研究

　国語 に 関連す る領域で は， 1 ．発達的な観点か ら の 研

究 ， 2 ．物語 文 章 の 理 解 に お け る感情 や 信念，知識，音

読 の 効果 の 研究， 3 ．説明的な文章 の 理解や 批判的な読

解に お け る特徴，教示 や 信念，文字情報以 外の 要素 の 影

響 の 研究 ， 4 ．文 章産 出 ス キ ル の 熟達 お よび ノ
ー

トテイ

キ ン グの 研究，な ど が報告 され て い る 。

1．読解の 基礎お よび発達

　音韻意識 の 発達 は，読 み 習得 と の 関連性が 指摘さ れ て

い る。垣 花 （1州 励 は ，幼児 が 濁 蹄文字 を 習得 す る 際 に ，

清音 文字 の 呼称が有声化 し た もの が 濁音文字 の 呼称で あ

る と い う 関係 を利用 し て い る の か 検討 し た。有声化 の 某

底事例 と し て清音 文字　濁音文字の r呼称が与 え られ た 場

合に， 4 〜 5 歳 の 濁 痔文字初学 者の 半数 が 他 の 清音文字

の 呼称か ら対応す る未知 の 濁 隊文字の 呼称を推測 口」能で

あ る こ と ， IEた 濁 齢文字習得中 U）幼児 の 9割程 月芝が非文

字 の 晴膏文字
一一

濁 1
‘
f文字呼称 の 推 測 が iT∫能で あ る こ とな

ど を報告 し て お U ， 濁 肖文字の 呼称の 習得 に あた り ， 単

純 な 対連 合 で は な く，既習 の 清音 文字 と濁 1
’
学文字 の 関係

を も とに し た 類推過程が 介在 し て い る こ ヒを 示 した 。

　文章理解 に お け る
L

凄点把穉 と そ の 応川的問題解決 の 発

達的変化 に つ い て，向井 伽 呻 は，小学校 4 年生 か ら中

学 2年生 ま で を対象と し て検討 し て い る。結果 は ， 小学

校 か ら中学校 へ の 移行期に 大 きく発達 して お り， 同時 に

こ の 時期 に ， 要点 の抜き 書 き で は な く読 み 1
’
に よ る 解釈

に 基 づ く説 明が増加 して い た、、また ， 理解 の 程度 に よ っ

て 文章構造 の 結 び つ き の 評 価 が 異 な る こ と を 示 し た 。

2．物語文章の 理解

　読解時 に 読 み 手が感じ る情動的な 反応 を丁が か り と し

て物語理解を検討 し た米田 ・仁平 ・楠見 〔2005） は ， 大学

生を対象と し て 読解中 に ス キ
ー

マ を変更す る と想定 さ れ

る小 説を読解 させ た と こ ろ ， 再読条件に お い て理 解の 重

点 を移して い る こ とが示 さ れた。また，再読後は主人公

記述文で の 既有知識 との ズ レ か ら生じ る違和感は減少 し

共感 は増加 して い た 。
こ れ らの こ とか ら，読 み手 は 適切

な 琿 解 を H指 し て 読解 し て お り，読解中 の 違和感 な どの

感1青的 な反応 を手がか りと して ， 必要 に応 じて解釈を変

更 して い る こ とが 明 らか に さ れ た。ま た，米 田 ・河崎 ・

常深
・楠見 脚 05） は ， 外向／内向 とい う性格特性が ， 読

み 手 と物 詒文章 の 主人公 と で 類似 し て い る か 否 か に よ っ

て ， 主人公 に 対す る感情推定が 異 な る こ と を報告し て い

る 。
こ の 読 み手 と主人公 と の性格 特性の 類似性の 効果 は，

読者 自身が 感 じた感情評定 に はみ られな か っ た と い う。

　読み 手 の 信念お よ び知識が及 ぼ す 影 響 に 関 し て ， 立

木・伏見・麻柄 （LtoOJ「

）は ， 共感性 の高い 読み 手 はポジ テ ィ

ブ な結末 を願 う信念が 強く， 登場人物に 対 し て も過度に

一 82 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

共感的に 読 み 取 る 傾向が あ る こ と を 示 した 、ま た ，荒 井

〔LIOO5）は
， 「ご ん ぎっ ね 1の 　解指好 匚 関 して ， キ ツ ネ の

文化的 一 A寺性を、ほ鳳 さ せ な い と，物 口吾冒頭 の し た
．
ボ r・ の

重大性をふ ま え た読み取 り 力 推し い こ と を指摘 し ， 結末

部 で の 道徳的 な 教 訓 の 読 み 取 りが，し たず らの 重大性 を

低 く見 債 も る傾 向 を もた 、 す こ と を 実 証的 に 示 し た。

　音読 に 関 して ，福田 〔2  5i は ， 音読 ・黙読 と い う読 み

の 形 態 が 読解1 及 ／ 跨 響 に つ い て 推 理 小 説 を 用 い て 検

討 した ｝： こ ろ ， 登場 人物 の でメ ージ課 遺 二お い て言及 さ

れ L 登場人 物枚の 分散が m な っ て お り，黙 読条f∫1の ほ う

が 音訪 条件 よ り も そ の ば ら つ きが 認 St　 れ た。行間を読

む，な どの 状況 モ デ ル の 構某 に は 黙読の ほ り が 適 して い

る こ と 力 示唆され る c，

3 ．説明的な文章の 理解および批判 的思考

　舛 川 〔 〔川 5）は ， 説明的な 文章 の 読解に ナ
’
い て，著者 が

意図 した文脈 （粘 痕 胸 を把揮 ナる こ とが ， 文章内容 に

関 す る 問題 の 成債 に あ る穉度効果 を も つ こ と を 示 し た。

ま た ， 著者 σ）文脈 を適切 に 把握 し て い る読 み 于 は ， 特定

少 数 の 自分 の 観 广 を設 け て 芦解 を進 め て い る こ と が 示 唆

さ れた。

　教示 の 効果 に つ い て ，石渡 ・邑本 C）o〔〕5〕 は ，小学校 4

年牛 ポ よび 5 牛彑 の 説明的な文章 の 読解 に お い て ， ト

ピ ッ ク 杷握 を奨励す 9 教示 （ト1 ？ ク 把 握 教示 〕 と 詳細情報

の 記憶 を奨励 す る教示 群 細
．1青報 把揖 教 小 ）の効果 の 汁 L 野を

検討 し た と こ ろ，作動 ，L憶容嵐 の 多 い b み 手 で は ， 自由

記述 に お け る トピ ッ ク の 再彑数 お よ び 原 文章 に 対 す る 再

生割合 と もに 高 か っ た。 トピ ッ ク を把握 す る 力 の 高 い 読

み f：は，ト ピ ッ ク把握教示 の 場 合 に 再生記述 の 割 合 の 向

上が顕著 で あ っ た。

　 ル ール を 具体化 し た 事例 の 効果を検討 し た 進藤 ・麻柄

CL．O〔m は ， 大学生 を対象と した調査で ， 「p な ら ば q」 の

命題表現 に お け る後件 q を興体化 した 事例 像 徹 事働 が

意見命題 を支持す る根拠 と し て 認識さ れ t 場 合 に は ， 当

該恵 見 命題 の 受容が 促進 さ れ て い る こ と を示 し た、，

　ア ン ダーラ イ ン や．見出し ， 図や表 な ど文章 本．文に 付加

さ れ る 要素 の 機能 に つ い て の 研 究 で は ， 吉 田 （ZO（）5）が ，

読解 に お ける図 の 効 果 を，プ ラ イ ミ ン グ の 技法 を取 り入

れ て検討し て い る、、ま た，山本 ｛20e5 ）は，操作手順 を記

述 し た 文章 の 記憶 に ，．見出 しな ど の 文章の 構造 を明示 し

た標識が 及 ぼ す効 果に つ い て 若齢者と 高齢者 を対象 に検

討 した 。結果は
， 標識 を含む 文章を読解 した群の手順再

生数が 多か っ た 。 文 章の 読み 時間 に つ い て は ， 若齢者 は

標識 の あ る テ キ ス トで 短縮 した も の の ， 高齢 者 は 逆 に伸

び て お り，標蔵を利 用 した体制化 の 処理 に 高齢 者 は 時間

を 要 す る こ とが 示 さ れ た 。
コ ン ピ ュ

ータ 教材 を使 っ た 中

村 ・岸 ・自井 （LOOi）） は ， 学習 内容 令体 の 関係 を示 し た

マ ッ プ機能 を もつ 金体図 を 導 入 す る こ と で ， 学 1
亅

？者 が 自

巾 に 試み 返 し ヤ 確認 が で き ／ ．よ り C読斛 占 促 し，ttm　K’的
に 学 習者 の 理解度 の 自己 計 価を高 め る こ と を 明 ら か に し

て い る 。

　批 判的な読解 に 関し て も研究が 多くな っ て い る。沖林

〔O“1a、　 LO〔）11））は，専門的 か 知識 と糸斈験 の 少 な い 大学生 を

対 象と し て ， 学術論文 の 批判的な
†
解を 支援 す る 孜授法

や 課題 ， 要因 に つ い
．°’
検 1し て い る u 沖林 （1）u” n 〕 で は，

大学生 に 学f陥侖文査 、此に あ た り貝体例 左 含む ガ イダ ン ス

を 提示 し た と こ ろ
， 刺激 文 作成 ntに 改 変 し た 画所 の 机判

数 生 戊 に 効 果 が み ら れ た ．ま た ，グ ル
ー

ア
．
デ f ス カ ッ

シ ョ ン の み を行 っ た 場合，刺激文 に 才 け る 改 変 し て い な

い 円 所へ の 批判，すなわ 、適 切 さの 低 い 批判生戌が 促進

され る こ とを示 した u 沖林 C，｛）e4b）ごは，．」論の 際 に ぞ加

者 ，こ
“
編集委員会 1一お け る編 隹 者

”
と い う役割を与 え て ，

論文 の相対的な訂価課遐 二従事さ せ た。こ れ に よ り．拡

散的 な 討論 で は な く目標志向的な討論が 促進さ れ ， 具体

的 な ガ イ ダン ス を あ わ せ て 教 示 した 群 が ⊥戊 し た批判 は ，

論 上甲的 な 整合性 を問 i 「根拠性」が 多い と い う質的 な違

い が み ら れ た 。

　批判 的な読解 に及 ぼ す 批判的 な 思考態度 と能力 に つ い

て 平山
・
田中 ・

山縣 ・楠見 伽 岡 は，大学生 を対 象 と し

て健康 に関す る情報の判断 を 詞査 し た、そ の 結果，批 判

的な思 考能力 ポ よ びそ の トピ ッ クの 信念が判断 1 彪響 を

及 ぼ し て お り ， 健庚 に 関す る情 羊陛に 関 し て は，提示 さ れ

る悁樶 で は な く自分 の 信念 に 基 づ い て 判断す る 可能性 が

〕
．
唆 され た 。

4 ．文章産出および ノ ートテ イキ ン グ

　情報伝達文の 文章庠出に お い て 字数制限 を課す こ との

影響に つ い て ， 崎濱 （20Usa ）は ， 大学牛 ・
大学院生を対象

に して，未知 の 国 の 資料 を もとに して 仲間 に 向 けて 国を

紹介 す る 文章 を産 出さ せ た 。 そ の 際，亭 数制限 が 200字，

4｛〕0字，無制限 の 3群 を設 けた u その 結果 ， 2〔｝D字群で は

1情報当 た りの 使用 字数 力 短 く，重 要 な核 1青報 の 個数 は

少な か っ た もの の 使用情報量 に 占め る核情報の割合が高

くな っ て お り ， よ り コ ン パ ク トで エ ッ セ ン ス の 詰 ま っ た

文章 を産 出 して い た 。
こ れ は ， 字数制限を課す こ とで 下

書 き を行 う な ど推敲 プ ロ セ ス が 促 さ れ た た め だ と考 え ら

れ る 。

　文章産 出ス キル の 熟達 に 関 して は ， 継続的 な文章産 出

の 効果お よ び作文構想指導の 研究が 報告 され て い る。崎

濱 （2〔鴈 b）は ，
6〔｝0字程度 の 作文課題 を大学の 授業 の 中で

継続的 L 課 し て ， そ の 効果 を 調 べ て い る
。 高校生 を読 み

手 と して 想定 して 産 出 きれ た作文 は，遺択内吝 （情軸 の

適切 さ ， 情報同士 の つ な が りの 適切 さ
， そ して 読み手 に

対 す る語句 ・表現 の 適 切 さ ， の 3点か ら評価 さ れ た。そ
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の 結果， 情報同士 の っ なが りの 適切 さ お よ び選択 内容 の

適切 さに 関 して
， 後半時期 の 作文 の ほ うが 評価 が 高 く，

継続 し て作文課題を行 うこ と で 向上 し て い く文章産出ス

キ ル の特徴が示 さ れ た 。 小学校 5年生 の 児童 に 対 して 作

文 の 構想指導 を行 う単
一

事例 の 実験 を行っ た高橋 脚 05）

は ， 作文過程 で の メ タ 認知支援お よ び産出 さ れ る作文 の

向上 を図 っ た 。 そ の 結果 ， 作文 の 内容 お よ び 構成 に 関す

る 全体的評価で は ， ほ とん ど の 評 価項 目 に お い て 効 果 が

み られた。また ， 知識陳述的 （knowledge　tellillg）な作

文か ら，課題や読 み 手を考慮し た作文 へ と変化 し た こ と

が メ モ や 音声 データ か ら明 らか とな っ て お り ， 児童 が

「読 み 手へ の 情報伝達 の た め の 作文」と い う目標志向的な

意識を保持す る よ うに な っ た と考 え られ る 。

　 ノ
ー

トテ イキ ン グ に 関し て 黒沢 （200Jr）は，大学生 が 入

門的な 心理学講義に お い て作成す る ノ ートに記述さ れ た

文 を分析 して その 内容 を「複写 （提示 さ れ た 資料の読み 取 の 」

「講義 （講 義の 聞 き取 D）」「推論 （学 生の 思考 ）」「そ の 他」に 分

類 し た と こ ろ ， 講義 の 導入直後お よび まとめ に 該当する

ノ ート記述 は 多 い とい う傾 向は み ら れ る も の の ，そ の 他

講義の どの部分 に っ い て ノ ートを取 る か は ， 分散が大 き

くな っ て い た と して い る。

　 ノートテ イ キ ン グや 下線 （ア ン ダーラ イン ）の機能に つ い

て 荷方 （2005）は ， 類 推的な問題解決 で は ， 類推 の 基底事

例を提示す る だ け で は 不十分 で あ り， 何 ら か の 知識 の再

構成が必要 と され る と指摘 し，
こ の 再構成 を促 す下線 の

効果 に つ い て 検討 して い る。 そ の 結果，自 ら下線 を重要

な部分に 引 い た群の ターゲ ッ ト課題 に お け る正答率は ，

統制群 お よ び下線 が 予 め 引 か れ た 文章 を提示 され た 群 よ

り も高 くな っ て い た 。ま た 小林敬
一一

伽 05＞は ， 読解に お

け る メ モ 作成や下線引きの 効果 に つ い て
， 発話思考法 で

検討した 。 大学生を対象 と し て，批判的な読解を目標 と

す る 批判条件 と要約作成 を目標 とす る 要約条件 を設 け，

産出 さ れた メ モ や下線 を ， 発話 プ ロ トコ ル を 用 い て 分類

した 。 そ の結果 ， 批判条件で は批判的な メ モ や 下線 が ，

要約条件 で は要約的 なメモ や下線 が 多 く産 出 され た。ま

た ，両条件 と もに 読解 の 初期 に は 文 の 読 み 上 げや 言い 換

え を伴う強調的な メ モ や下線 の 産 出が多 か っ た こ とか ら，

こ の 段階で の 下線引き は後 の 作業 に 利用可能な語句等の

イ ン デ ッ ク ス の機能を もつ と考え られ る と して い る 。

　 II．算数 ・数学に 関連する研究

　算数 ・数学 に 関連す る領域 で は ， 1 ．計算や概念的な

理 解 ， 2 ．授業実践 ， 教授 ・学習行動 ， に つ い て 数多 く

の研究が進 め られ て い る 。

1 ．概念的 な理解

　数の 理解に関 して ， 山名 （2   4）は ， 幼児期に お け る連

続量 の 配分行動 を調査 し， 分離景 の 場 合と の 比較 を通 じ

て 幼児期 の 配分行動 に つ い て 検討 し た。 3 歳 か ら 6歳 ま

で各年齢36名ずつ 計 144名を対象 と し て ，容器 に 入 っ た

砂 を複数 の コ ッ プ に 配分 さ せ る課題 を行 っ た。そ の 結果 ，

6 歳で 正 答 率が 上 昇 す る こ と．こ の 時期 に 配分 さ れ た

コ ッ プ 間 で の 砂 の 量 の 違 い とい う誤答 が 減 る こ とが m さ

れ た 。 分離量 で の 同様 の 課題 結果 に つ い て は ， 各年齢間

で 止 答率 の 違 い が み ら れ，誤答 も年齢 の 、ヒ昇 と と も に 減

少 して お り，同論文 で の 連続量 の 結果 と は 異なるパ タ ー

ン の 発達プ ロ セ ス が示唆 され た。

　面積領域 の概念 に つ い て 白井 （zo“5）は ， 周長を手が か

り と し た面積大小判断と い う小学校算数 の 画積領域に 関

す る誤概念の 保有状況 に つ い て
， 大学生 に 対 して調査 を

行 っ た。そ の結果，そ う し た 誤概念 を保持 して い る大学

生 が半数近 くい る こ と を報告し て い る 。

　計算 に 関 し て ，

一
桁 の 乗 法 の 暗算 に お ける反転 問題

1例 ：3x5 と 5× 3）の 表象構造 を検討 し た 島田 〔獅 5）は ， 大

学生 を対 象 に して ，プ ラ イ ミ ン グ 技法 を用 い て
一

桁 の

a × b の 暗 算処 理 を 凵 頭 で 報 告 さ せ る 産 出課 題 と， a ×

b一c の 真偽判断課題 を行 っ た。結果 は ， 課題 の 前 に 演算

数 の 位置 と順序が 一致す る a × 〜 の プ ラ イ ム を提示 し た

場合 ， 反応時間が最 も短 か っ た 。 ま た ， 演算数の
一
致 が

順序 の み （？× u ）お よ び位置 の み （？× b）の 場合，ど ち ら も

・「．一致し な い （1） x ？） よ り も反応時間が 短 か っ た こ とか ら ，

反転問題 の 表象 は，順序 お よび位置情報 に よ っ て 区分 さ

れ て い る独立性 が 示唆さ れ た 。

　小学生 の 小数 の か け算 の 意味理解 に つ い て ， 麻柄 ・進

藤 （2005）は，小学校教師 80名 に 対 し，作 問課題 と か け算

の 意味の説明課題 を実施 した と こ ろ，作問課題 で は 7割

の 教師 が 適切 に 作問 して い た こ と，説明課題 で は学習指

導要領等に照 ら し て 適切な説明 を 生成し た の は 2割に満

た なか っ た こ と が 明 ら か と な っ た。さ らに こ の 傾 向 は，

か け算の意味に つ い て の 文章を読解 させ る こ とで 克服 で

き る 可能性を 示 唆 した 。

　 文字式 に つ い て 小野寺 （2005）は ， 文字式 に お ける文字

の 可変性と同
一

性の 意味を十分理解 し て い な い 場合があ

り， 「同
一

式 に お い て 相互 に 独立 して い る 2 数 は異 なる

2 文字を使用す る」 とい う中学で学習す る ル
ー

ル か ら逸

脱 して い る高校生が い る こ と を指摘 し て い る 。

　文章題 の 研究 と し て は，谷村 ・松 田 ｛LOU4）が 小学校 5

年生 を対象 と して ， 時間の 比較判断に用 い る知識 と方略

に つ い て 分析 し，文章題 で は到着時間や距離 の 情報 が 問

題 解決 に 不要な情報 と し て 存在 し た 場 合， 時間判断 の 比

較の 正答率が低 くな る こ と を示 した。

　 文章題 に お け る絵 や 図 の 機能 に つ い て 和 田 ・室橋 ・寺

尾 （2005）は ， 学習困難児 の 文章題理解に それ ら が どの よ
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うに関わ っ て い る の か を調 べ ， 記憶の 補助 と して 視覚的

な イ メージが 利用 きれ て い る 冂∫能性 を示 唆 した 。

2．授業実践，教授 ・学習行動

　河崎 伽 〔珈 は ， 算数の
一

斉授業で よ くみ られ る 解法 の

聞き取 りが ， 学習 に お い て 促進効果 をもつ こ と を示 した。

授業 に お け る算数的活動 に つ い て 藤江 脚   は，算数的

活動 に お い て 学習者の 個別性 ・独 自性 を確保す る こ と，

算数的活動 を 可視化す る こ と に よ っ て ，自己 効力感 を高

め て 交流 し な が ら学習で き る と結論 づ けて い る 。 ま た ，

学級
・
グ ル

ープ 単位だ けで はな く，学習者同上の ペ ア を

組ん だ 相互 教授 に つ い て も検討が 行わ れ て い る 催 野

2005）。

　多鹿 （2005｝ は ， 小 学校 6 年 生 の 算数問題解 決 に お い

て ， 例題 の 解法 に つ い て 説明 を牛成す る 群 （自己 説明 醐

が ，そ う で な い 群 よ り も本 テ ス トお よ び 転移 テ ス トの 成

績が優れ て い た こ と を示 し ， 自己説明 の さ せ 方 を工 夫す

る こ とで 既有知識 σ）活性化 と，問題解決 に 必要な 知識の

推論 に成功 した こ と を示唆 し た 。

　課 題遂行 時の 評価 の 観点 に つ い て ，岡
・松山 （2DO5〕

は ， 算数 ド リル 学習時に ， 解決方法に対す る 自己評価を

行 うほうが，得点 に 対 す る自己評価 を行 う場合 よ りも 自

己効 力感 が 向、ヒした と し て い る 。

　算 tw　・数学学習に お け る 図表 の 利用 に つ い て
， 植 阪 ・

齊藤 ・市川 （zoer．）は ， 学習相談 を 通 して 図 表 の 利用 お よ

び そ の指導が変化 して い っ た こ と を報告 して い る。また ，

河野 （20051 は
， 数学学習 に お い て 数学記号 だ けで な く，

数直線図 と い う数学ツール を説明に使用 す る 中で ， 小数

乗法 の 単元 の 理解 と数直線 図そ の もの に つ い て の 理 解が

深 め られ て い く過程を記述 して い る 。

　 III．理 科に 関連 する研究

　理科に関連 す る領域 で は ， 1 ．科学的認識 （プ リコ ン セ

プ シ ョ ン，誤 概念 ， 概 念受容学習な ど を含 む〕， 2 ．授業実践 ，

教授 ・学習行動 ， な どの 観点か らの 研究が今年度 も数多

く行わ れ て い る。

1．科学的認識

　向井・丸野 （2005） は ， 「心 的特性 （性格的特性 ・知 的特性 ）

と身体的特徴が遺伝的要因 や環境要因に よ っ て どの よう

に 規定 さ れ て い る か 」の 認識 の 発達 に よ る 変化 に つ い て ，

小学校 1 年生 か ら大学生 ま で を対象 と し て 分析 した 。 生

み の親 と育て の親が 異 な る と い う乳児取 り替 え課 題 を用

い て検討 した結果，身体 的特徴 に つ い て は遺伝的要因 の

1 要因モ デル の ま ま発達 に 伴う変化 は ほ と ん どみ られな

い こ と ， 小学校低学年 で は特性 の 起源 を遺伝 もしくは環

境 の ど ち らか 1 要因で 考 え る傾向が強 い が高学年で は両

者をあわ せ て説明す る 2 要因 モ デル が 強 くな る こ と，小

学校 3 年生頃か ら遺伝的要困 よ り も環境要困 を重視す る

傾 向が あ る こ とな どを示 し た。

　高 垣 （LUO4）は ， 凵常生活 に お け る 経験を 通 し て 獲得 さ

れ 利 用 さ れ て い る 概念 に つ い て ， 「科 学的概念 へ と 変化

し得 る」 よ うな 「初歩的 な モ デル あ るい は 理論 の 性質 を

持 っ て い る」 と して ，
こ れ を 「プ リ コ ン セ プ シ ョ ン 」 と

呼 び ， 力学 に お け る プ リコ ン セ プ シ ョ ン が 科学的概念 を

志 向し て 変容す る 過程を分析 し た 。「現 象 の 原因 と な る

力」「動 き をもた らす力」 「仕事 をす る力」 な ど の 力 の プ

リ コ ン セ プ シ ョ ン を もっ 大学生を対象と し て，概念変容

モ デル に 基 づ く教授を行 っ た と こ ろ ，
プ リ コ ン セ プ シ ョ

ン の 変容 が確認 さ れ た 。 変容の 心的過程 は 課題 の難易度

に よ っ て 異 な り，難課題 で は 認知 的葛藤 が 大 き くな る こ

と，葛藤 の 解消 に あ た り物理学概念情報 が 大 きく，こ こ

で 「驚き 」 を感 じ る こ と で 知 的好奇 心 が 活 性化 され た こ

と を明 らか に した。

　藤田 敦 （ZOD5 ）は，概念受容学習に お い て複数 の 事例の

提示が概 念 の
一

般化 口∫能性 を促進 す る効果が ， 科学的な

概念領域 に お い て も確認さ れ る か を検討 した 。大学生 を

対象 と して 気圧 に つ い て の 実験授業を行 い
， 授 業時に 提

示す る 具体的 な 実験事例 の 数 を 1 か ら 3 ま で 操作 し た結

果 ， 事例数が 多い ぽ うが 般化問題 の成績が 優れ て い た 。

事例数 が 増 え る こ と で ，表面的 な 特徴 よ り も基礎 事例 と

の関係構造的 な 類似性 に 基 づ い て，学習 を 再構成 して い

るの で はな い か と して い る。

　植松 〔2005 ）は ， 科学情報 と過去経験 の 正 当性 に つ い て

異な る 文章を読解 さ せ た と こ ろ，過去経験 の 正当性 に つ

い て 記述が あ る場合や科学情報の 正 当性 に 先行し て 提示

さ れ る 場合に は ， 誤概念 （ミ ス コ ン セ プ シ ヲ ン ｝の 修正が行

われ に くか っ た と し て い る。

　 ル ール の適用 に関し て ，

．
1藤 （2005）は ， 動物 の 食性 （肉

食・
草食 雑 食） と歯 の 特徴 に 関す る ル

ー
ル の 活性状況 に つ

い て ， 動物名を挙げて そ の特徴を記述す る課題 働 物名課

題 ）と頭骨図 を見 なが ら特徴 記述 す る課題 願 骨 課 題 ）とで

調 査 し，動物名課題 で は活 ［生化さ れ に くい ル ール は，頭

骨 課題 で は 約 9 割が特徴 の 理 由 として 記述 を して い た と

い う。ま た，麻柄 （2005 ）は，「金 属 は電気 を通す」と い う

ル ール に 関して ， 例外 へ の 懸念 とル ール 適用 と の関係を

検討 し て い る。

2 ．授業実践 ， 教授 ・学習行動

　 工 藤 ・宇野
・白井 ・荒井 （20  5） は，植物関連 の 3 単元

の授業が ど の よ うに維持 ・定着さ れ て い る の か ， 小学校

5 ・6 年 に わたる縦断的な理解調査 を行 っ て 検討 した。

各単元 の 授業 の 事前 ・直後 ・遅延 テ ス トの 結果 か ら，授

業で学習した内容 の 維持 ・定着 ， 「復帰」（関連単元 の 学習後

に も との 単元 内容に つ い て も記 憶 ・
理 解が 回 復 す る こ と を指す 〉 は
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何ら か の 関連 づ け を行わ な い と難 し い こ と ， ま た そ の関

連づ け を 自ら 生成 で き る の は も と の 単 元 の 理解 レ ベ ル が

高 い 学習者で あ っ た こ と ， な ど が 明 ら か と な っ た 。 学習

者 に よ る関連づ け の 自発的 な生成 は 少 な い ため ，教 授的

介入 が 望ま れ る と し て い る 。

　教師課題提 示型学習 と問題解決型学習 と を比較 した紺

野
・吉野 伽 05） は，振 り子 の 学習 で の 授業 ノ

ー
トの 記述

を分析 して ，問題解決型学習群 の ほ う が記述量 お よ び知

識獲得過程 に み ら れ る疑問 や 見通 しな どが 多 か っ た こ と

を明 らか に した 。

　予習 と復習 の 効 果 に つ い て
， 小林 ・鏑木 脚 rl5） は ， 小

学校 6 年生 に対 し て 電磁石 の授業を行 う際に ， 復習 の み

腹 習 醐 と 予習 の み 仔 習 群 ）と を比較 し，予習群 の ほ うが

効果的な学習 が 促さ れ た こ と を報告 し て い る 。

　
一

斉形態 の 理 科授業 で の 協同学習 に つ い て 高垣 ・巾島

（LOO4 ） は，発話事例 の 解釈的 な分析を通 し て 知識 の 協 同

的 な構成が生 じて い る場面 の相互作用 お よ び そ の 要因に

つ い て 検討 した。小学生 を対象 に，ブ リ ッ ジ ン グア ナ ロ

ジー方略を枠組み と し て 「話し合い 活動」に よ る協同的

探求 を 中心 に 実験 ・観察 を 進 め た 結 果 ， 発話の 分析か ら，

自己 の 主張 （1
’
IL「

　 ・i固別的 な焦点づ け）と他者の 主張 や 証 拠 と

の 関連 づ け （結 合 ・統 合的 な 焦 点づ ｝ナ）の 相互 作用 の ス タ イ ル

問 の 組織的 な変化を経 て ， 知識 が協同的 に 構成 され て い

る こ と が 示 唆 さ れ た。

　IV．社会科 に関連する研究

　社会的現象や社会 的認識 に 関 して ， 事前に 提示 さ せ る

文章 の 効果 ，
ル ール の 獲得 ・適用，評価 の 役割 に っ い て

研究 が報告され て い る。

　曲 （lr，］井 ） 〔20es）は，事前 に 関連知識／因果関係 ／視点

転換を意識 さ せ る 文章 を提示 す る こ と が ， そ の後の 貿易

に 関す る 説明文 の 読解 に ど の よ う な 影響 を及 ぼ す の か を

小学校 5 年生 お よ び 6年生 を対象と した 実験で検討 した 。

結果 は， 6 年生 で は 事前 に 文章 を提示 された群 は統制群

よ り も読解 した説明文に つ い て の 要点把握問題 お よ び 応

用問題 の 成績 が 優れ て い た。と くに ， 因果関係 を意識さ

せ る文章の 場合 は応用問題 に ，視点転換 を意識 させ る文

章の場合は要点把握お よび応用問題 に効果が み られ た 。

　佐ee（2ves）は，「企業間 に 競争 が あれ ば商品 の 価格 は 下

が る」 とい う経済に関す る ル
ー

ル を含む 文章を 題材 と し

て ，「ル ー
ル の 獲得 あ る い は 誤 ル

ー
ル の 保持 」 に 当 て は

ま ら な い 場合に つ い て ，
ル ール が 保持 さ れ て い な い 状態

俳 ル
ー

ル 化） と 条件が整 えば ル ール の 適用が 可能な状態

（前 レール 〕 と に 分 けて 検討 して い る。麻柄 ・進藤 （2004）

は ， 「p な らば q」の 命題表現 に お け る後件 q を具体化し

た 事例 像 徴事例 ）の 効果 を歴史 の 学習 を題材 と して 検討

した 。 小学校 5年生 を対象 として，「江戸時代 に大名は 参

勤交代 の 際の 大 名行列 に か か る費用 を 減 ら そ う と した」

と い う命題 に お い て ，「トイ レ か ご（厠 籠）を用意した」1ア
ル バ イ トを 雇 っ て 人 数 あ わ せ を した 」 と い う 2 種類 の 象

徴事例 を提示 す る こ とで ， 内容の 而白さ お よ び意外 さ を

高め る こ とが 示 さ れ た。大学生 を対象 と した 実験 で は ，

類似 の 他 の 象徴事例の 受容に そ の 効果 が 顕著に 現 れ る こ

と を明らか に し た。

　小学校 5年牛 の社会科の授業 に お け る 自己評価 の 効果

に つ い て 藤 田秀之 （20ns） は，全体 を大 ま か に 振 り返 る

「概要 自己 評価」と ， 既習経験 の 想起を含め て 細 か く振 り

返 る ［詳細 自己評価」とで は ， 成績低群に お い て 1詳細

rl己 評価」 の 効果 が 優 る こ と を 示 し て い る
。

　 V ．外国語 の 教授 ・学習 に 関連 す る研究

　外国語 に関連 す る領域 で は ， 1 ．学 習 者の 認識 ・概念

を ふ ま え た研究， 2 ．情報技術 を用 い た 外国諳学 習 研 究 ，

3 ．学習方略や 学習意欲 に 関す る研 究，な ど が 報告 され

て い る v1

．学習者の もつ 認識や概念

　漠字 の 概念形成 に 関 し て伊藤 。和 田 （2川 ）は，H 本語

学習者を対象 に ，H本語表記 に 使用 され て い る漢字が ど

の ように 記憶 され て い る の か を検討 した。漢字 の 自由放

出課題 に お け る 検索手 が か りを分析 し た結果 ， 母語が 中

国語 簡 体字）で あ る 日本語学習 者で は 漢字習得 レ ベ ル の

向 1二と と もに 意味的手 が か り を利用 し た記憶検索が 増加

して い た が ， 韓国語を母語 とす る学習 者で はその 傾 向は

み ら れず語彙
．一
概念間 の 結 び付き の程度が 変容して い な

か っ た 。 そ し て韓国語母語学習者は非漢字圏学習者 と同

様 に 形態的 な 手 が か りに 着 目 し て，漢字を記憶 して い る

こ と が 示唆 された。

　吉國 （2005 ）は ， 英語の 応答に 関 す る き ま りを［本 語 と

対比 さ せ て 提示 す る こ とで ， 日本語お よ び英語の応答 に

つ い て事前に 誤 っ た 認識を も っ て い る 学習者 の 課題成績

に 対 して 効果 が あ る こ と を実証 した 、，

2．情報技術の 利用

　語学学習に情報技術の利用 が 及 ぼ す効果 に っ い て も研

究が進め られ て い る。

　電 子 メ ール を利用 し た外国語学習 に つ い て 杉本 （LOO5）

は，韓国 の 大学 で 口本語 を専攻し て い る学生 を対象 と し

て ， 電子 メ ール で 作 文 を提 出 して 日本人大学生 ・大学院

生 か ら添削指導 を受け る群（作 文添 削群）と電子 メ ー
ル に よ

る ［本人学生 との 文通を行 う群 （ペ ン パ ル 群 ）お よ び統制群

に お け る 日本語の 意見文を比 較し た と こ ろ，電子 メ ール

で や りと りを行 っ た 2群 で は 文中に お け る誤 りや 不適切

な表現 の割合が 少な くな っ て い る こ と，意見文 の 理解の
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しや す さ は ペ ン パ ル 群 に お い て 高 くな っ て い る こ と ， の

2点 が 明 らか とな っ た 。

　楠 見 （20〔〕5）は，大学で の 心理学の専門英語教育に お け

る マ ル チ メ デ ィ ア 教材 と ネ ッ トワ ーク の 利用 に つ い て 検

討 して い る。ビデ オ教材 の 視聴後 に 行われた ， ラ ン ダム

に 組 み 合 わ さ れ た ペ ア で匿名状 況 で の テ キ ス トチ ャ ッ ト

で の発言文字数 は ，
ビ デオ教材 の 理解度 を示 す 小 テ ス ト

の 成績 と 関連 して い た 、 ま た ， 発 言文 字数 は 学 習 者特性

の 内気 さ と の相関は低 く， 対面状況 と は異 な る 利点 が 示

唆 さ れ た u

3 ，学習方略 ， 学習意欲

　小林玲浩 伽   は，主体的な学習が要請さ れ ろ小テ ス

トを週 1 囘 の ペ ース で 16週 に わ た っ て 行 い
，

そ の 成績 と

定期試験 の 成績 とで 高低 2群 に 分 け て 学 習方略 と の関連

を調 べ ，成績高群 の ほ う が低群よ り も多様な学習方略 を

用 い て い た こ とを明 らか に し た。植木 （LOO4）は ， 学習方

略 の な か で も 「自己 モ ニ タ リ ン グ方略」 の 定着 を試み る

介入 実験を行 っ た 。 高校生 を対象 と し，学習観 お よ び 方

略志向 ， 自己 モ ニ タ リ ン グ の 方 略 知 識 を直接教授 し て そ

の 後英文読解テ ス トを行 っ た と こ ろ，学習観や方略志向

の 重要性 を教示す る だ けで は ユ週間の 時点の み に 効果が

み られ た 。 ま た ， 自己 モ ニ タ リン グ方略に加え て推論方

略 の 知識 を教授 し た と こ ろ ，英文読解テ ス トに お け る効

果 は 7 ヵ 月時まで持続 した こ と を報告 した 。 同様 に
， 岡

田 （2005 ）は ， 学習方略 を教 授す る こ とで 学習意欲 の 向上

が促された こ と を示 した 。

　英語学習 に お け る 自己効力感 に つ い て 森 （2α励 は，学

習方略 お よ び課題 を先延 ば しす る行動 と の 関連 に つ い て

質 問紙調査 か ら検討し た。その 結果 ， 英語学習 に お ける

自己効力感 と
， 理解方略 お よ びプ ラ ン ニ ン グ方略 を使用

する傾向 に は正 の 相関が ， 課題先延 ば し行動に は負の 相

関が み ら れ る こ とが 明 ら か と な っ た 。

　学習意欲 に つ い て宇野 （2005）は ， 英文読解お よ び和訳

作成に あ た っ て 実物教材 を 導入 す る こ とで ，学習者 の 興

味関心 を促進 で きるか を検討 して い る 。

　VI．音楽 ・総合学習 ・情報教育に 関す る研究

　音楽 に 関す る 研究 に っ い て は，教科教育 と して 音楽 を

扱う研究 も ， ま た 認知発達 の 視点 か ら の 研究 も多 くな い 。

教科教育 か らの 研 究と し て吉野
・山田 （2005＞は ， 小学校

4 年生の音楽授業時の管弦楽曲の 音楽鑑賞 に お い て ，音

の み 鑑賞群 と映像付 き鑑賞群 と を設けて そ の 影響を検討

し て い る 。 鑑 賞後 の 記述 で は ， 連想 し た 情景 （情 景 の 連 想 ）

お よ び使用 され た楽器 お よびその 音色 礫 器 音色） の 記述

量 に お い て ，音 の み 鑑賞群 の ほ う が 多 く， 映像 付 き鑑賞

で は ， 映像が注意や イ メ
ージ を制限す る可能性が あ る こ

とを明 らか に し て い る e また，認 知 発達の 文脈 で 榊 原

似 咽 ）は，絶対音感習得訓練過程 に お け る課題 の エ ラー分

析か ら， 加齢 に 伴 い 「ク ロ マ （tone　chr ・ ma ）」 とい う音 の

カ テ ゴ リ カ ル な 属性 暗 名炊 元 へ の 依存傾向が 減 じ，「ハ

イ ト（t・ nc 　heighL）」と い う連続量 と して の 音 の 属性 次元 へ

の 依存傾向が増す と い う変化 が ，ク ロ マ の 参照枠形成 で

あ る絶対音感習得に お い て不利に な る様子 を 明 らか に し

た 。

　総合学習 に つ い て 実証的に ア プ ロ ーチ し た研究 と し て

は， 高橋 ・村山 （2005）が ある。卒業研 究の 評価 は 教科成

績 と 中程度 の 柑 関が み ら れ る 二 と ， ま た ， 卒業研究 の 主

題設定お よび研 究 に あた っ て の 意欲や見通 し との 相関 が

み られ た こ とか ら
， 総 合学習 の よ う に 構造化 の 度合 い の

低 い 学習の 達成に お い て ， 必要 と され る 要因を明 ら か に

し た 。

　メ デ ィ ア ・情報教育 に関連す る研究 は 多 くみ られた 。

益 川 （20鋤 は，大学 学部生を対象 と し た授業 に お い て 参

加者が 共有吟味で き る ノートシ ス テ ム （ReCoNete ）を 用 い

て ，協調的 な 活動 を通 して 知識 を構成し て い く学習 の 授

業実践 に つ い て報告 して い る 。 廣瀬 （L？005）は ， 大学の情

報教育に お い て 同じ授業 を受講 して い る学 生同士 が匿名

状 況 で 評価 を行 う相互評価 （peer 　rating ） を取 り入 れ た 発

表 ス ラ イ ドの 作成 に つ い て検討 し て い る。他者 に よ る 評

価 で は
， 全体的 な 印象 で あ る 総 合評価 に 加 え，わ か りや

す さ や要点の 明確さ な どの下位評価項 目が 対象で あ っ た。

結果は ， 評価の フ ィ
ードバ ッ ク 後 に 再度作成 し た 発表 ス

ラ イ ドの 総合評価は向上 し て お り ， 他者評価 を取 り入 れ

る有効性 が 実証的 に 示 さ れ た。吉岡 （20es｝ は，イ ン タ
ー

ネ ッ トを使 っ た情報検索に有効な メ タ認知的知識 を検討

し た 。 検索試行 お よ び 自由記述 の 結果 か ら， 検 索 テ
ー

マ

の プ ラ ン ニ ン グ や検索過程 の モ ニ タ リン グ が 情 報検索 に

有効で あ る こ と が Pt 唆 さ れ た 。

　VIL 教師 ・学習者の 相互作用および動機づ けに 関連す

る研究

　生徒 に 対す る教師の 応答 ス タ イ ル に つ い て，秋田 ・市

川 ・村瀬 （LOO5 ） と市川 ・秋田 ・村瀬 （2005） で は 生徒の 発

話 に 対 す る教師の 評価応答 に つ い て 分析を行 い ， 学級固

有の 談話構造は 生徒の 参加 と教師の ス タ イ ル と の両者 に

よ っ て 形成 され る こ と，生徒 の 発言 の 特徴 お よ び 教師側

の も つ 基 準 に よ っ て 教 師がfr多正 を行 う場 面 が 異 な る こ と

な ど を報告 して い る。

　動機づ け研究 に 由来す る学習観や 学習方略 ， 意欲の 研

究も多 く報告 され た 。 若松 ・大谷 ・小西 （200の は ， 小学

校 5 ・6 年生 お よ び中学校 1 ・2 年生を対象と し て ，学

習意欲 と学習の有効「生認知 と の関係に つ い て 質問紙調査
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を行 っ た と こ ろ ， 学習の 有効陀認知 と学習意欲 との 間 に

正 の 関連 が み られ た 。瀬 尾 〔2005）は ， 教授学習場面 に お

け る 自律的
・
依存的援助要請 價 問）行 動 と， 学習観お よ

び 「っ まず き明確化方略」 との 関連性 を分析 し て ，中学

生 と高校生 とで その 様相 が異 な る こ と を示 し た 。

　意欲 に つ い て は学習者 に 関して だ け で は な く教師 に っ

い て も検討 され て い る。伏見 ・立木 ・市川 ・岩崎 伽 05＞

は，自 ら製作活動を体験す る こ とに よ り 「小学校 に お け

る 製作活動 亅に 対 す る捉 え 方を変容 さ せ る試み を行 っ た。

そ の結果，体験後は製作活動 の 情緒的なイ メ
ー

ジだけで

な く， 小学生 に 及ぼ す教育効果 な ど に 関し て も高 く評価

す る よ う に な っ た こ とが 示 された。

　評価 が 動機 づ け お よ び学習 方 略 に 及 ぼ す 影響 に つ い て

も研究が 進 め られ て い る。村山 （20〔15a）は ， テ ス トの形式

が そ の 後 の 学習方略 の 選 択 に 及 ぼ す 影響 を主 に 大学生 を

対象 と して 検討 した。空欄補充形式 の テ ス トを与 え た と

こ ろ，テ ス トが意味理 解を 必要と す る 課題 で あ っ た 場合

で も暗記型方略 の使用が増加し て い た 。 そ して 学習方略

の 変容 に は テ ス トの 困難度を認知 し て そ の 原因 を 方略 に

帰属す る 過程が含 ま れ る こ と ， さ らに テ ス トの 課題 要求

の 分析だ け で な く，1テ ス ト形式 ス キーマ 」が 介在 す る

可能性を指摘 した 。
こ の 点 に 関 して村 山（2鵬 b）は ， 空欄

補充型 テ ス トに関す る テ ス ト形式 ス キ ーマ へ の 介入 を試

み ， 暗記方略 の 増大 や ノ ート書 き込 み 量 の 低下が 抑制さ

れ た こ と を実証 して い る 。 IRT を利用 し た笹山
・岸（20〔）5）

は，同 じ 内容 の 問題 で あ っ て も出題形式が異な る と困難

度が異 な る こ と （完成式 〉 多肢選択 式 〉 単純再 生式 ），また出題

内容 に よ っ て 能力推定 の 精度 が良 い 出題 形 式 が 異 な る こ

と を示唆した 。

お わ りに

　以 上，網羅的 で あ る が
， 今年度の 教授 ・学習領域 の 研

究を概観 した 。 本 稿 を結 ぶ に あた っ て ， 今後の研究の方

向性 と して ， 1 ．教科内容を ふ ま え た 研究 の さ らな る 蓄

積 ， 2 ．個 に 応 じた教授 ・学習の あ り方， 3 ，評価活動

と教授 ・学習お よ び教師 と学習者と の 関連，の 3 点 に つ

い て 述 べ て お きた い
。

1．教科内容をふ まえた研究

　研 究 の 報告者 の 立場 が 違 え ば研究 の 目標や 意図 も異 な

り， そ れ は 研 究 方法 や結果 の 解釈の 視点 ・き め の細 か

さ ・単位 な ど の 違 い に 結び つ く。 実際，概観 し た研究 で

は，方法 は実験 ， 質問紙調査 ， 教室観察， 面接 ・
相 談指

導な どの 事例的研究，ア ク シ ョ ン リサ ーチ，エ ス ノ グ ラ

フ ィ
ーなど多岐に わ た っ て い る 。 教科内容や 教師 の 専門

性，教育技能，教授方法，教科教育法 な ど実践的 な研 究

に 含ま れ る多義性に鑑み る と，共有可能な知識や ス キル

を さ らに 集積 し て い くこ と と，そ れ を利 用 可能 な状態 に

す る こ とが 期待 さ れ て い る だ ろ う。 そ の 際，藤村 （2eo4）

が 日本 と中国 に お け る数学的志向 の 特質 を詳細 に 分析 し

たよ うに ， H 本に お け る特定の 教科 内容 と教授 ・学習の

特質を考 えるときに は， 比較研究が有効か も しれ な い 。

2．個 に応 じ た教授 ・ 学習

　
一

人ひ と りの 学習者 の 違 い
， す な わ ち 学習者 の 個人差

と教授 ・学習 的 な 介 入 との 関連 を丹念 に 明らか に す る こ

と が，個 に 応 じた学習に は必 要で あ ろ う 。 た だ し，個 に

応 じ た学習の 実現形態 と は ，個別学習 や グル ープ 学習 だ

けに 限 らな い の で は な い だ ろ うか 。

一一
斉授業 で あ っ て も，

個 に 応じ た学習 が あ る程度実現 で き る 可 能性 が 考 え られ

る の で は な い か と ， 筆者自身が 模索 して い る 段階で あ り，

こ の 点に 関 して 研究が 発展 して い く こ と を強 く希望し て

い る 。

3 ．評価活動 と教授 ・学習，教師お よび学生

　 シ ン ポ ジ ウ ム や 研究報 告で 取 り 上 げ られ る こ と が 多

か っ た ように ， 評価や評価 の た め の 規 準や要件 に つ い て

研究 を進 め る 必要 が あ る だ ろ う 。 同時 に
， 評価活動 を授

業に 取 り入 れ る こ と は ， 教授 ・学 習 の 質 の 向上 に資す る

だ けで な く学生 の 教師 に対 す る 評価 や授業評価 に も影響

を及ぼ す こ とか ら，学生の 満足度 を高め る とい う観点か

ら の 評価活動 に関す る研究が 望ま れ て い る で あ ろ う。た

と え ば ， 授業 に お い て 学生 の 感想 や意 見 ， 質問を記述さ

せ ，それ に 対して教員が 返答す る行為は しば し ば み られ

る こ と で あ る し ，
こ の ようなや り と りは 学生 と教 員の コ

ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン を改善す る だ け で な く， 学生 の 授業 へ

の 積極的 な 参加 が促さ れ る と され る 。 こ の や り と りを「大

福帳」と呼 ばれ る カードで 実践 した 向後 ・高橋 （2005 ）

は
， 大福帳に対す る教師か ら の 返信 が ・一

言 の み で は ネ ガ

テ ィ ブ な評価 に つ なが っ て しまう こ と を指摘 して い る 。

すなわ ち ， あ る程度の 質 と量 を 備 えた 応 答が 教師に期待

され て い る が ，実際的な見地 か ら考え る と，す べ て の 学

生 に 対 し て毎回充実 し た コ メ ン トを返信す る の は難し い
。

こ の と き，学生が教師に期待し て い る の は前述 の 「個 に

応 じた 」教授を受 け て い る 感覚 で あ る。 こ の 観点 か ら，

学生 の 自己効力感 ， 動機づ け に っ な が る実際的 で 効果 的

な応答 の 方向性が 検 討 で き る の で は な い だ ろ うか 。こ の

ような 評価活動 に 関す る研究 の 必要性 は
， 今後 ます ま す

高 ま る と考 えられ る こ とか ら，研究 の さ らな る 展開 が 望

ま れ る 。
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