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テス ト不安， 自己効力感， 自己調整学習及びテス トパ フォ
ー マ ンスの関連性

小 学校 4 年生 と算数 の テ ス トを対象と し て 一．．一．一．

松　沼 　光　泰
＊

　本研究 は，教育的介入 の 可能性 を模索す る ため に，テ ス ト不安，自L亠効力感，自己調整学習 と い う学

習者側 の 適性変数 と テ ス トバ フ a
一

マ ン ス 似 ドテ x ト成 繊 と の 関連性 を小学校 4 年生 と算数 の テ ス トを

対 象 と して 検証 した。本研究 で は ，テ ス ト不安及 び 自己効力感 を予測 す る 変数 と し て 教育的介入 が 比較

的容 易 だ と思われ る 自己調整学習 を想定 し，適性 変数 と テ ス ト成績 と の 関連 「生に 関す る モ デ ル を 構成 し，

共分散構造分析 に よっ て 検討 した。本研究 の モ デル は，  自己調整学習 が，テ ス ト成績 に 直接影響 を及

ぼ す，  自己調整学習 が ，テ ス ト不安 に 関 す る 構成概念 を介 し て テ ス ト成績 に 影響を及 ぽ す，  自己調

整学習が ， 主 に 自己効力感 に関す る構成概念を介 して テ ス ト成績に影響を及 ぼ す ， とい う仮説 に 基 づ い

て 構成 さ れ た。分析 の 結果，臼己調整学習 の テ ス ト成績 に 対 す る 直接効果及び テ ス ト不安 に 関 す る構成

概念を介し た間接効果は認め られ ず ， 自己調整学習は ， 主 に 自己効力感に関す る構成概念を介し て テ ス

ト成績 に 影響 を及 ぼ す こ とが 示唆 さ れ た 。 し た が っ て ， テ ス ト成績を改善す る た め に は ， 自己 調整学習

の 遂行 を通 じ て ，自己効力感 を高め る介入方略が 有効 で あ る こ とが 示唆 され た。
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， 共分散構造分析

問題 と 目的

　口 本 に お い て ， 学校 に お け る 学習成果 は，多 くの 場

合，
テ ス トに よ っ て 評価 さ れ る 。

こ の テ ス トパ フ ォ
ー

マ ン ス （test　per
’formallce：以 下 ）

’
　7，ト成績） に 影響 を．HJ’え

る 要囚 と し て ， 知能 を は じ め と して ， 多 くの 学習者側

の適性が指摘さ れ て き た 。 本研究で は ， テ ス ト不安〔しest

anxiety ）， 自己効力感（seif・Officacy）， 自己調整学習 （self・

regulatec ］　learniTユg） と い う 3 つ の 学習者側の 適性変数 に

着目 し，小学校 4 年生 と算数 の テ ス トを対象 と して ，

テ ス ト成績 との 関連性 を明 らか に する。

　 こ れ ら の 適性変数 に 着 凵 し た 理 由 は，こ れ らの 変数

が 多 くの 研究 に よ っ て テ ス ト成績 の 規定要因 と して 指

摘 さ れ て きたばか りで な く，教育的介入 の 可能性 が 示

唆 さ れ て い る か ら で あ る （荒 木，19S5；Bandura ＆ SchurLk，

19Sl；Pinしrich ＆ De　GrQot，1990）。また ， 小学校 4年生 の

算数 で は，小数 と分数 の 概 念，四則 の 混合 した 式 の 理

解 な ど複雑な概念を学習す る こ と が 求 め られ て お り，

算数学習に お け る学習者 の つ まず き が 顕著 に な る こ と

が，し ば し ば学校現場で指摘さ れ て い る 。 そ こ で ， 本

研究 は ，上 記 した 3 つ の 適性変数 が ，い か に 算数 の テ

ス ト成績 に 影響 を与 える か と い っ た そ の過程を明 らか

に す る こ と で ，学校現場 に お け る 教育的介入 の 可能性

’
　 早稲 田大 学大学 院教育学研究 科

　 tllfee（n 　fuji　LEtuse〔1…／．j［）

を模索す る こ とを 目的と す る 。

　 まず初 め に ，テ ス ト不安 とは学業 テス トな どの 評価

を伴 う課題 に 対 して 牛 じ る 不安 の こ とで あ る。19．　52年

に tWTancller＆ Sarason が テ ス ト不安 の 理論 を提 唱 し，

テ ス ト不安 を測定す る 質問紙で あ る TAQ （test　anxiety

questi・mlaire ）を作成 して 以来 ，
こ の テ ス ト不安 の テ ス

1・成績 へ の負の効果を説明 す る多 くの モ デ ル が提唱さ

れ て きて い る 。 そ し て ， 多くの 研究が 高テ ス ト不安者

の テ ス ト成績が ， 低 テ ス ト不安者に 比 べ 劣 る こ と を報

告 して い る （Culler＆ Holahan，1980）。

　第 2 に，Bandura （1977）は行動変容 の 過程 を包括的

に 説明 す る た め に ，人 が あ る 事態 に 対処 す る 時，そ れ

を どの 程度効果的 に 処理 で きる と考 え て い るか とい う

認知 を重 要視 し， こ れ を自己効力感 と呼 ん だ。 こ の 自

己 効 力感 は，凵 常的 に 使用 さ れ る 自信 と い う概念や

White （1959）が 提唱 した有能感 （c 〔mmpetence ） と い う概

念 に 似 て い る。福島 （1985） に よ れ ば，自己 効 力感 と

は，具体的な行為の 遂行可能性の 予測 に 関す る もの で

あ る。一
方，自信 や 有能感 は 今 と りか か ろ う と する

一

つ の行動 に関す る予期で は な く， も っ と
一
般 化 された

抽象化 され た 自 己 の 妥 当 性 ， 環 境 統 制 力 に 関 す る 概念

で あ る 。 こ の よ うに ， 自己効力感 と は ， 与え られ た課

題や行動を う ま く遂行 で き る か と い う自信を意味す る。

Bandura に よ れ ば ，
こ の 自己効力感 は個体 が 当該 の 行

動 を起 こ し，どの 程度努力 し，そ の 努力が どれ く らい
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の 期間維 持 され る カ を決定す る、さ ら に，Bandura

は，こ の 白己効 力感 の 程反 が ， そ の 1夊 の 逐 臼 f亅動 の 重

要 な予測値 に な る こ と を主 張 して い る 。

　 また ，Bandul’a （197η は，自己効力感 に 関 して ， そ

の 般化も示唆 して お り，こ の 指才冏 に したが っ て ， Sher．

er ．八laddux，　N’lercandunte，　 Prentice　Du 冂 1／．　Jac疋，bs．
＆ Ro．gers．　CDsL，）は ，　卜記 し た 課 遺 ヤ 場而 に 特異的に 影

1｛，を及 ぼ す 自己効力感 と は 異 な る水準の 自己 効力感 に

着 目 し た。 こ れ は ，
目 体的 な個 々 の 課題 や 状 況 に 依存

せ ず に
， よ り 長期的 に ， よ り一般化 した U常場面 に お

け る 行動 に 影絶を 及 ぼ す 自己効力感で あ る。三 宅 e 〔川 〕

に よ れ は ，
こ の 2 つ の 水 準 の 自己 効力感 を区別 し

， 先

に述 べ た課題 や 場面 に 特異的影響 を及 ぽ す 自己効力感

を task　specific 　se ］f−efficacy （以 ISSE ｝と呼び，後述

し た よ V　
“fl又 化 し た 日常馬 面 の 行 動 に 影 E　、

1
　tt与 え る 自

己効力感を gcncralized 　self 　 efficacy と呼 ぶ こ と 1 あ

る。

　 第 l！に ，学習方略 に 関 す る研究 は 占 くか ら 行わ れ て

い るが，近年，生徒 が，自らび）認知及び行動 を訓幣 つ

る こ とが ，学校現場 」こ お け る学習 や テ ス ト成績の 重要

な 規 定要因 と な る こ と が 指摘 きれ ，自己 調 整学 目 と呼

ば れ て い る （C 〔，mo ＆ Malldhlach、1983〕。　 Pintrich ＆ De

Gr（，ot　O ［｝fSiコ）に よ れ ば，自己 調整学習 に は様 々 な解釈

が存在す る が ， 生徒 の 学業成績 を規定 す る 要因 と して，

牛午に 認矢口自勺方略 （リ ハ ーサ 1レ，精 緻 化
’
ど），　メ タ 認矢口自勺方

略 げ ラ ン ニ ン グ，モ ニ タ リン グな ビ）
， 努力の 管理 方略 とい

う 3 つ の 要素 を．重要視 し て い る 。 そ し て ， 1’intrjch＆

De　Groot は ，
こ の 理論 に 幕 つ い て 」逝」調整学習方略尺

度を作成 して い る 。 当初，こ の 自己調整学習 方略尺度

は ， 卜記 し た 3 つ の
．
ド位 尺 度 か ら構成され る と考 え ら

れ て い た が ， 因 子 分 析 の 結果，メ タ 認知 的 方 略 と 努力

の管亅型方略は
一

つ の 尺度を楠成す る こ とが 示 1唆され，

これ ら の 項目 を合わ ぜ て，白己 調整 （self．regu ］ation ） と

名 づ け て い る。ま た
， 伊藤 ｛1996） は

，
こ の 尺度 の 邦訳

版 を作成 し，そ の 因子構造 に つ い て検討 して い る が ，

5 因 r解を採用 して お り，こ の 点 に 関 して 先 打 研究 の

知 見 は
一

致 して い な い 。

　上記 したよ うに ， 本研究で着目し た 3 つ の学習者側

の 適性変数に 関 して は，テ ス ト成績 との 関連性 が 指摘

され て き て い る が ，
こ れ ら の 適性 の テ ス ト成績 に 対 す

る効果を説明 す る様々 な モ デ ル も提唱 さ れ て い る。本

研究 で は ， 先行研究 の 知見に した が っ て ，小学校 4 年

生 と 算数 の テ ス トを対象 と して ，以下 の ように．各適

性変数 とテ ス ト成績 の関連性を調査す る 。

　 ま ず，テ ス ト不安 に 関 し て，Wine 〔lim は，高 テ ス

ト不安者は低テ ス ト不安者 に 比 ベ テ ス トへ の 不安が 高

い とい うだ け で な く， 課題遂行中 に 自己無能感，自凵

卑下 と い っ た 自己 中心 的 な 問題 に 注急 を 向 け て ，テ ス

ト問題に 解 zal ノ こ と に 注意 を鼻
．
中 で き な い た め に ．

テ ス ト成紅が低 ドす る と主張 して い る。 こ の モ デ ル は

注意 分 配 理
．
倫 （atL じnti川 lal　thee 「y） ．ヒU乎ば れ て い る G＿・

訪　19S”〕u　 S　 EirasoTi ＆ St（，ops 〔1978｝ は ，　こ の 果題 に

関係 の ない 否定的な思考 を認知的干渉 t　 （，llMiti・
．
e　 inteI．．

ference叱 呼び ，
ア ナ グ ラ ム 課題を遂行指標 と した 丸験

を 行 い ，．二の モ デ ル を 支持 し て い る th ま た ， こ の 洋 よ

分配理論 の 主張 は ， 課題 に 関運0）な い 侑報が 課題 に 関

連 し た 活動 を 妨害 す る ヒ い う 点 に お い て，Eysenck

CIYT［））に よ り主張 され た作動 ll己憶 kveT
・king　mumery ｝と

い う 構成概念を用 い 、− 7一ス ト不安 モ デ ル と類似 し て い

る 。 Eysellckは， ナ ス ト不安 の tt
’
ス ト戊債 へ の 負 の 功

果は，作動記
」
「意シ ス テ ム　CBaddelL’》 ＆ IIitch，］r4 ） の

一・

部 を占領 し た 課 趙 に 無関連 t ”i
’
n
’
報に k っ て 引 き起 こ さ

れ る と土 振 して い る 。 こ れ らの モ デ ル に よ れ ば，高 テ

ス ト不 安者は，テ ス ト課調 遂行中に ．低 テ ス ト不安 軒

に 比 べ ，課題 に 無関連な 認知的活動 を行 い
， その 結果 ，

テ ス ト成嶺 が 劣 る こ とが Jワ想 さ れ る 。

　 ま た，テ ス ト イく安 は ，知能 と と も に，i ス ト成粒 の

喧要な規定要因と考え ら れ て き た が ， テ ス ト成績 に 対

す る そ の 効果 は，非常 に複雑 で あ り，学習者の 年齢，

学習課題 の 性質 や 困 難度等の 要 因 に よ っ て 尋
∫
宀llを 受 け

る こ とが報告 され て い る u 荒木 〔！985）は，一
連 の 児 E

を対象と し た テ ス ト fく安調査 の 結果，児章の テ ス トイ｛

安得点 は，小学校 4 年生を ヒ ーク とす る 山型曲線を 示

す こ とを報告 して い る、，さ ら に ， 算数及び数学 と い う

科 目 は，様　 な 科 目の 中 で も，特 に ，テ ス ト不安 との

関連 匪が 指摘 さ れ て お り （松 沼，：）o“：1）
， 多 くの 研究 者が

数学不安 〔mathelllatics 　allxicty ） と い ）構成概念に つ い

て v 研究を行 っ て い る 〔Richards 〔〕11＆ S し由 m 、　li｝72）
。 した

が っ て ， 本研究で は ， Wil1Cの提唱 した 注意分配理論 に

基 づ い て ， 小学校 4 年生 と算数の テ ス トを対象と し ，

テ ス ト不安 の テ ス ト成績 へ の 効 果 を検証 し よ う と考え

る 。

　第 2 に ， 自己効力感と は，す で に 述 べ たように，具

体的行為 の 遂行 uJ 能性 の 予測 に 関 す る概念 で あ る。し

た が っ て ，本研
．
究 で は ，まず，訓査対象 とな る テ ス ト

（、榎の 学 年木 考査 1を具体的な行為 と考え ，
こ れ に 対す

る 自己 効力感 を本研究 に お け る SSE と し，テ ス ト成績

との 関連性を調査 す る 。 また ， Bandura 〔1977｝は ， 白

己効力感に関 して，そ の般化を示唆し て い る。 こ の 点

を考唐 す る と ， 小 学校 4年 牛 に な れ ば ， 小 学校 入 学以
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一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

428 教 育 心 理 学 研 究 第52巻 第 4号

来 の 算数 の 学習経験 に よ っ て，算数 ・数学自己効力感

（mathematicalself ．
efficacy ；以 下 MSE とす る） と呼ぶ べ き

算数 及 び 数 学領域特有 の 自己 効力感 が ，形成 さ れ る と

考え ら れ る 。 こ の 点 に 関 して ，Zimmerman ＆ Mar −

tillez−Polls（199（1〕は ，数学 に 関 す る 自己効力感 を分析

対象 と した 調査 を行 っ て い る。そ こ で
， 本研究 で は ，

小 学校 4 年生 以．lzの 学年 を調 査 対 象 と し て ，
こ の

MSE を測定 す る 尺 度 の 作成 を試 み る。さ ら に ，小学校

4年生 を 調査対象と して ， 当該学年 まで の 算数 の 学習

経験 に よ っ て 形成 され た MSE と算数 の テ ス ト成績 と

の 間 に い か な る 関連性 が あ る か と い うこ と を調査す る。

し た が っ て ，
SSE と MSE の 問 に は ， 高 い 相関関係 が

存在 し，こ の両得点が高い 児童 は，算数の テ ス ト成績

が 良 い こ と が 予想 され る。

　第 3 に ，
Pintrich ＆ De　Groot “990） は ， 中学 1年

生 の 生 徒 を 対象 に 英語 と理 科 の 学業成績 を従属変数 と

し て ， 自己 調 整 学習 と学業成績 と の 関連性 を 検討 し て

い る 。 そ の結果， 従属変数 と して テ ス ト成績を用 い た

場合，白己調整学習が，テ ス ト成績 の 有意 な予測因 子

と な る こ と を 報告 して い る 。
こ こ で ， Pintrich＆ De

Groot （19．・9C｝〕の 自己調整学習方略尺度σ）邦訳版 （伊藤、

1996） を 見て み る と， こ の 尺度 は，「た と えわ か ら な く

て も ， 先生 の 言 っ て い る こ と を い つ も理 解し よ う とす

る」， 「私は ， す る必要が な く て も練習問題を す る 」 な

ど の 項囗か ら構成 され て お り，小学校 4 年生 の 算数 の

学習 に も ト分実践可能 で あ り ， 有益 で あ る と推察 され

る。し た が っ て，本研究で は，小学校 4 年生 の 段階 に

お い て ，自己調整学習 が，算数 の テ ス ト成績 とい か な

る関連性を持 つ か と い う こ と を調査す る 。
こ の よ うに ，

そ の 効果が中学生 に お い て 確認 され て い る白己調整学

習 と テ ス ト成績 の 関連性 を ， 小 学校 4 年生 と算数 の テ

ス トを対象と し て ， 検討す る こ と は ， 教育的介入実践

の 見地 か ら，有意義で あ る と考 え る 。

　さ て ， 本研 究 で は ， ．1二記 し た 各学習 者側 の 適性 変 数

と テ ス ト成績 との 関連性 を共 分 散構造分析 （豊 田，1992＞

を適用 し て因果モ デル で 表現す る こ と を試み る。分析

に あ た っ て ， 先行研究 の 知 見 に し た が っ て各適性変数

と テ ス ト成績の 間 に 以下 の 囚果 モ デ ル を想定 し ， 検証

す る こ と と す る。

　 まず，テ ス ト不安 に 関 し て は Wille （1971） の 提唱 し

た注意分配理論及び Eysenck（1979）の 作動記憶 に着 囗

し た テ ス ト不安 モ デ ル に し た が っ て ，以下 の 仮説 をた

て検証す る ． 高テ ス ト不安者は ， テ ス ト遂行中に
， 課

題 に 関係の な い 認知的干渉を 頻繁に 経験 し ，
こ の 認知

的 干 渉 に よ っ て ， テ ス ト成績 の 低 ドが 引 き起 こ さ れ る。

　次 に ．自己効力感 に 関 して は，Bandura　q977）の 理

論 に し た が っ て ，以
．
ドの 仮説をた て 検証 す る ．小学校

4 年生 まで の 学習経験 に よ っ て 形成 され た MSE が ，

当該期末考査 に 対 す る 自己効 力感 で あ る SSE に 影響

を及 ぼ し，SSE を 介 して テ ス ト成績 に 影響 を 及 ぼ す 。

また ， テ ス ト不安 の高低 の み ならず ， SSE も， 児章が

どの 程度 テ ス ト遂行中に課題 に関係 の な い 思考を持 つ

か と い う こ と に 影響 を 及 ぼ す こ と を 想定 し た。な ぜ な

ら ， 高い SSE を持 つ 学習者は ， 課題遂行 11iに 自己無能

感 ， 自己卑下と い っ た 自己中心 的な問題 に注意を向け

な い 傾 向 が あ る こ と が 予想 さ れ るか ら で あ る。し た

が っ て ， 本研 究 で は ， SSE は ， 直接 テ ス ト成績 に 影響

を及ぼ す と同時に，テ ス ト不安と と も に，認知的干渉

に も影 響 を 及 ぽ し ， 認 知 的 1：渉 を 介 して テ ス ト成績 に

影響を及 ぼ す こ と を仮定 した 。

　最後 に ，自己調整学習 に 関 し て は，以 ドの 仮説 をた

て 検証 す る 。ま ず，す で に 述 べ た よ う に，Pilltrich＆

De　Groot 〔199｛D は ， 自己調整学習 と学業成績 との関連

性 を検討 し， 自己調整学習 とテ ス ト成績の 正 の相関関

係 を報 告 し ， 自己調整学習 が テ ス ト成績 の 予測因子 と

な る こ と を 示 唆し て い る 。 ま た ， 学習方略と テ ス ト不

安及 び 自己 効 力感 と の 関連性 に っ い て 着目す る と，以

ドの よ う な研 究結果 が 報告 さ れ て い る。

　まず， 学習方略 とテ ス ト不安の 関連性 に つ い て は ，

Culler＆ Holahan　 q98D） に よ れ ば，高テ ス ト不安者

は ， 低 テ ス ト不安者 に 比 べ て ， 効果的な学習方略 を使

用 して い な い こ とが 報告 され て い る。こ の 指摘 を別 の

視点 か ら考 え る と ， 効果 的な学習方略 を実践 して い る

学習者は ， 自己 の学習方略を確立 して い る た め ， そ の

結果と して ， テ ス トに対す る不安が低減 され て い る と

考え る こ とが で き る 。

　
一

方， 学習方略 と自己効力感と の 関連性 に つ い て，

Pintrich＆ De 　Groot （199D） は，自己調整学習 と 自己

効 力感 の 関連 性 を 検討 し ， 自己 効力感 が 自己 調 整 学習

の 遂行頻度 に 影響 を 及 ぼ す こ と を 示 唆 し て い る 。 し か

し，Bandura （19771 が，自己効力感を基礎づ け る情報

源 の
一つ と して 遂行行動 の 達成を 指摘し ， こ れ を情報

源 とす る 自［」効力感が 最 も強 く安定 した も の とな る こ

と を主張し て い る こ と を考慮す る と，こ れ と逆方向の

因果 を想定 す る こ と も口」能 で あ る。なぜ な ら，効果 的

な学習方略 を確立 し， 実践 して い る学習者は ， その 結

果 と し て 学習課題 の 理解 が 促進 さ れ ，そ の こ と を，授

業な ど を通 じて 確認す る こ と に よ っ て
， 学習全般 に 対

す る高い 白己効力感を有す る よ う に な る と考 え る こ と

が で き る か らで あ る。
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　 し た が っ て ，本研究 に お い て は ，自己調整学習 が，

テ ス ト成績 に 直接影響 を与 え る と同時 に ，テ ス ト不安

及び自己効力感 に 関連 した構成概念を介 し て テ ス ト成

績 に 影響 を 与え る との 仮説 を た て た。つ ま り，本研究

で は
， テ ス ト成績 の 規定要因 と して 着 目 さ れ て き た テ

ス ト不安 と 自己効力感 を規定 す る要因 と し て 自己調整

学習 を想 定す る。こ の よ う に ，ナ ス ト成績 を 規定 す る

と 考 え ら れ て き た テ ス ト不安 及 び 自己 効力感 を 予 測 す

る変数 として 自己調整学習を想定する こ と は，教 育的

介人の 見地 か ら特 に 有意 義で あ る。なぜ な ら，先行研

究 に よ っ て ，テ ス ト不安 及 び 自己効力感 に 対 す る 介入

方略が示唆 さ れ て い るが ，学校現場 の カ リキ ュ ラ ム 等

の 実情 を 考慮 す る と，
こ れ ら を実践 す る こ と は簡単 な

こ とで は な く， 比較的学校現場に お け る教脅的介人が

容易で あ る と思 わ れ る自己 調整学習を 操作す る こ と に

よ っ て，テ ス ト不安 を低減 させ 自己 効力感 を高め る こ

と が 「il能 で あ る と 考 え ら れ る か ら で あ る 。 媼 谷 q995 ）

も，テ ス ト不安 に関し て，教育的介入 の視点 か ら， テ

ス ト不 安 を 予 測 す る認 知 的 変数 を確認 す る こ との 電要

性を指摘し，テ ス ト不安低減へ の 示唆を与え る こ と を

凵的 と して，調査を実施し，学習 に 関す る ス キル の認

知 〔学 習 M が学 習 メ∫法 に つ い て 持 つ 自 己 概 細 が テ ス ト不 安 の

遂行抑制作用 を予測す るこ とを報告 して い る、，

　 したが っ て，本研究 は，小学校 4 年生 と算数 の テ ス

トを対象 と し て ， テ ス ト不安，自己効力感，自己調整

学習 と い う 3 つ の 適性 変放が テ ス ト成績 に 影響 を与 え

る 過程の モ デル を以下 の ように 構成 し，検討す る こ と

に よ っ て
， 教育的介人 の 可 能性 を 探 る こ と を 目的 と す

る 。 本研究の モ デル は ，   テ ス ト不安が ， 認知的 干渉

に 影響を及 ぽ す ，   認知的干渉がテ ス ト成績 に 影響 を

及 ぼ す，  MSE が ，
　SSE に 影響 を及 ぼ す，  SSE が

認知的干渉及び テ ス ト成績 に 影響を及 ぼ す ，   自己調

整学習が，テ ス ト不安，MSE ，そ して テ ス ト成績 に 影

響 を及 ぼ す ， と い う仮説に 基づ い て 構成され た、，

予 備 調 査

の 開発 した 動機 づ け 尺度の ト位尺度で あ る 自己効力感

尺度 を参 考に して ，本研究 で 使用 す る MSE 質問紙 の

項 凵を作 成 した、項 目 の 作 成 に あ た っ て は，まず，

Phtrich ＆ 1）e　Gmot の 開発 した 自己 効力感尺度 を，

著 者 と 中学校，高等学校 の 英語教 諭 2 名 の 計 3 名に

よ一
っ て 和訳 した，，その 後，こ れ らの 項 目を参 ｛ラに して ，

．
著吾，調 査 校 の 教諭 2 名 を 含 む 計 3 名 で MSE 尺 度 を

構成 す る 8 項 目 を作成 し た。項 H の 作成 に あ た っ て ，

現職小学校教諭 の 助言を得 た の は，MSE 尺度 の 内容

的 妥当性 を 高 め る た め で あ る。評定 は，6 件法 で あ る。

　手続 き　 2〔1〔12年 9 月下句，作成 さ れ た MSE 尺度 が，

担任教師 の 指導 の 下 に．ク ラ ス 単位 で 実施 さ れ た。

結果

　本研究 で 作成さ れ た MSE 尺度 8 項 月の 相関係数 と

平均値及び標準偏差を TABLE 　 1 に 示 す。　 MSE 尺度 は，

学 習 者 の 算数領域特有 の 自己 効力感 を 測定 す る こ と を

意図 し て ，作成 さ れ た 尺 度 で あ る。作成 さ れ た 8 項 目

を TABLE　2に 示す。　 MSE 尺度 8項 目に っ い て，その

構造 を検討 す る た め に ，主成分分析 を 実施 した と こ ろ，

TABL 卜：2 に示 す通 り強固な 1次元性が 確認 された。ま

た ，MSE 尺度の内的整合性を調べ る ため に ，Cronbach

の α 係 数 を 算 出 し た と こ ろ
， 、9．6とい う値 が 得 ら れ た t、

した が っ て ， 作成し た 8項目が全体と して算数に対す

る 自己 効力感 とい う　
・
つ の 傾向を測定す る 尺度 と し て

内的整合性 を有 す る と考え られ た。そ こ で ， 本研究 で

は ，こ こ で 作成 され た 8 項 tiの 合言1得点を 児童 の 算数

自己効力感の指標 とす る。

本 調 査

目的

　 7
＝

ス ト不安，認 知 的干渉，MSE ，　 SSE ，自己 調整 学

習 とい っ た学習 者側 の 適性変数 と算数 の テ ス ト成績 と

の 関連性 を，共分散構造分析 囎 田、Iq92〕を 適 用 して 因

TAB1．E　1　項 目間 の 相関係数，平均値，標準偏差

1　　 2　　 3　　 4　　 5　　 6　　 7　　 8

目的

本研究 で使用す る算数自己効力感 （MsE ）質問紙 を作

成す る。

方法

　被験者　東京近郊公立小学校 6 年生72名 （男一f二 39名、

女 f「一
　33名1， 5 年生77名 （男 子 44名，女 了 ：S3名 ，， 4 年生 33

名 囑 子 18名．女 rt　15名）の 合計 182名 〔男
．r　1⇔1名、女 子 81

名〕。

　調査材料　MSE 尺 度 ：Pintrich＆ De 　Groot 　clv）Y〔D

1．項 目 ユ

2、項 L」Lt3

．J；
’
．t目 31

順 目 45
．↓貞L」56

預 目 67
、項 口 7s

．項 口 8
 
「
：
均 値

　 、sp

、Jn
．79　　 M

．69　　．ア7　　．77
．76　　 71　　．79
．66　　 72　　．70
．75　　 7！　　．70
、72　　 ．「1　　 74
・1」19　 4．21　 3．9G
l．・11　　1．24　　1，43

、7274
　 　 76

．7〔1　　 78　　．71
．76　　．77　　．78　　、75
．31　 3．75　 38L 　 LI〕7　 L 〔斤

．il4　　1、63　　1，47　　！．311　　1．：19

旧関係 数 は す べ て 1％ 水 準 で t］意
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TABLE　2　 算数 自己 効 力 感 尺 度 の 主成分 分 析 〔数値 は 負荷量 ）

項 亅L

唄 目 1
項 目 2

項 目 3

項 1、14
項 目 5

項 目 6

項 目 7

項 L19

私 は 算数 が と くい だ と思 う。
私 は算 数 の 授 業 で 教 え られ た こ と が わ か る と 思 う ，
程丶は 算数

一
（
’
よ い

．
ぜ い せ き力号と iしる と 旭1う 。

私 は 算数 の 授業 で与 え られ た 問題 を せ
』
い か い す る こ とが で き る と思 飯，

私 の 算数 の 学力 は す ぐれ て い る と思 うり
私 は 算 数 の 学 習 内容 に つ い て た く さ ん の こ と を 知

・−
1 てい る と思 う tt

私 は算数 の 学習内容 を
’
F／ぶ こ とが で きる と思

．
廴、

私は 算数 の 勉強の や りか た を 知．
っ て い る と思 うu

．87
．87
．89
．88
．9〔〕

．87
．87
．s9

　 説 明 率

8 項 凵の α 係 数

77．｛）f冫d
．96

果モ デ ル で表現 す る こ と を試 み る。

方法

　被験者　東京近郊公立小学校 4 年生 85名 （，£ −T−　lls名，

女子 17 割 0）う ち ，す べ て の デ ー
タ が 得 ら れ た82名 朔

，it　ll7名，女 亅
く 45名）n

　調 査材料 　  テ ス 1・不安 ；Sarason （19初 に よ る

Test　Anxiety 　Scale （以 fr
』
TAs ） の 邦 訳 版 （坂 野．1988）

16項 目を小学生事態 に 合う よ うに
， 表記等を

一
部変更

して 用 い た。TAS は 2件法 で あ り， 得点 は 〔｝点 か ら16

点の 範囲 に あ っ て ，得点 が 高 い ほ ど テ ス ト不安 が 高 い

こ と を示す 。項 目例 は
， ［き ゅ う に テ ス トを され る と

，

ひ どくあわ て て し ま い ま す」， 「テ ス トの時は ， む ね が

ど き ど き し ま す」で あ る。本調 査 で 得 られ た データ を

もとに ， CrOnbachの α 係数を算出した と こ ろ，．78と

い う値が得られ た 。

  認 知 的 ］「渉 ：Sarason ＆ S　teops （19．　78） に よ る

C（，gnitive　Interference　Questionnaire〔以 卜cl〔1）の 邦

訳版 〔荒木，1985）11項目 を小学生事態に合う よ う に，表

記等 を
一
部 変 更 して 用 い た。CIQ は テ ス ト終 了 後 に 実

施 し ， テ ス ト遂行中の 認知的干渉頻度を 測定す る もの

で あ る 。 ま た，本尺度は 5件法 で あ り，得点は ll点か

ら55点 の 範囲 に あ っ て ， 得点 が 高い ほ ど，テ ス ト遂 行

中に 課題 に 関係の な い 思考を持 っ た こ と を示す。項 目

例は，「ほ か の 人 は どれ くらい で き て い る の か な と思 っ

た」， 「テ ス トを う け な が ら ， 自分 は頭 が 悪 い と思 っ た 」

で あ る 。 本調査 で 得 られ た データ を も と に，Cronbach

の α 係数を算出した と こ ろ，．90と い う値 が得 られた。

  MSE ；本研究 の T・備調 査 に よ っ て ，作成 し た MSE

尺度 8項 目を用 い た。MSE 尺度は，6件法 であ り，得

点 は 8点 か ら48点 の 範囲 に あ っ て，得点 が 高 い ほ ど，

算数 と い う科 目 に 対 す る 自己 効力感 が 高 い こ と を示す。

本調査で得られ た データ を も と に，Cronbach の α 係

数 を 算出 し た と こ ろ，．95とい う値 が 得 られ た 。

  SSE ：本研究 で は
， す で に 述 べ た よ うに

， 算数 の 学

年末考査 に 対す る 自己効力感 を SSE とす るが ，こ れ は

テ ス ト直前 まで の学習状況や テ ス ト当日の体調な ど の

変勤 しやす い 要因 に よっ て 影響 さ れ る こ とが予測 され

る。した が っ て ， 学年 未考査 実 施 直前 に SSE を測 定 す

る こ とが最 も適切 で あ る と判断し ， 学年末考査実施直

前に SSE を測定 す る こ と と し た。テ ス ト直前 に SSE

を測 定 す る こ と と 自己 効力感 と は．そ も そ も 具 体的 な

行為の遂行可能性の 予測 に 関す る もの で あ る と の指摘

（福島，1985）を 考慮 して，算数 の テ ス トを具体的 な 行為

と考 え て ， 「あ な た は ， 今か ら行 わ れ る算 数 の テ ス トで

何点を と る自信が あ り ま す か ？1 とい う 1項目の 質問

に対 して 回答を求 め，こ れ を SSE の指標 と した。評定

は ， 11件 法 （O 点 か ら 1嘶 1、ぽ で hl点 間 隔） で あ る。得点

は ， 0 点か ら10点の 範囲 に あ っ て，得点が高い ほ ど，

SSE が高 い こ と を示す。

  自己調整学習 ：自己 調整学習 に つ い て は，Pintrich

＆ De　Groot （199〔〕） の 自己調整学習方略尺度 の 邦訳版

（伊藤，1996）18項 目 を小学生事態 に 合 う よ うに ，表記等

を
一

部変更 して 使用 し た vPintrich ＆ De 　Groot に よ

れ ば，自己調整学習方略尺度 は 2 つ の 下位 尺度 か らな

る こ とが 示唆され て い る。一
方，伊藤 は，因子分析 の

結果， 5 因子 で の 解釈 を採用 し て い る が
， 固有値 の 変

化を考慮すると， 第 1 因子 に比較的大 きい 値 が 示 され

た こ とか ら，自己調整学 習方略尺度 の 構造 は 単
一

次元

で 説明 で き る可能性 を 示唆 して い る。 こ の 点 を確認 す

るた め に ，本調査 で 得 られた データを も とに ，主因
1f’

法 に よ る因子分析を行 っ た と こ ろ ， 固有値 1以上 の 基

準 か ら は， 5 因 τ が 推定 さ れ た が ，冏有値 の 落 差 は

8．09，1．76，1．31，1．13， 1．04， ．68と第 1 ， 第 2因子

間が 最 も大 き か っ た。そ こ で ，固有値 1以上 とい う基

準か ら第 5 因子 まで を採択 し，promax 回転 を用 い て

分析を試み た が，複数 の 因子 に 負荷 の 高 い 項 目が み ら

れ， 5因子構造 と し て 解釈す る こ と は 不可能 で あ っ た。

ま た
， 因子間相関 に 注目す る と

，
そ の 値 は

，
．65か ら．35
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の 範囲 に あ っ て ，比 較的高 い 数値を 示 し た。そ こ で ，

内的整 合性を 確認 す る た め に ，18項 目す べ て を 用 い て
，

Cronbnch の a 係数を算出 した と こ ろ，．9．　L？と い う値が

得 ら れ ，18項 目が 全 体 と し て
一
つ の 傾向を測定す る 尺

度 と して 内的整合性 を自す る と考え られ た。本研究 で

は ， 以 Eの 結果 か ら， 1 囚 子解を採用 す る。また，尺

度得点 の 算出 に あ た っ て は，囚
．子 負荷 量 の 高 い 項 口 だ

け を採用 す る こ と も考慮 した が，項 目内容に重複が 無

くそ れ ぞ れ の 項 口 が 独 自の 学習方略を測定 して い る こ

と を考 え ， 18項日す べ て を採用 し た u し た が っ て．IS

項 目の 評定値 の 合計得点 を算出 し， こ れ を白己 調整学

習の 指標 と す る。本 尺度は ， 6 件法 で あ り，得点は，

18点か ら 108点の範囲に あ っ て，得点が 高い ほ ど自己調

整学1習 方 略 を 頻繁 に 遂行 す る こ と を示す、，項 目例は，

「宿題をす る と き ， 授業で 先 生 の 言 っ た こ と を 思 い 出

そ う と し ま す 1， 「先生 や お や に 『わ れ な くて も ， 練習

問題 を し ま す 1で あ る 。

  テ ス ト礎 f亅

’
指 閉 ：学校側 の 協力を得て ， 調査校 で 実

施 された算数 の 学年末考査 の テ ス ト成績 を遂行指標 と

した。こ の テ ス トは，業者作成 に よ る テ ス トで あ り，

調査対象 と な っ た 学年全体で同
一一

の テ ス ト問題 で 行わ

れ た、得点範囲 は， 0 点か ら100点 で あ る、、

　手続き　2〔｝U3年 1 月中旬，　TAS ，　MSE 尺 度 ， 自己調

整学習 尺度が ． 担任教師 の 指導 の 下 に ，
ク ラ ス 単位 で

実施 された 。ま た，調査対象となる算数の 学fl二末考査

は LO〔〕3年 2 月 ヒ旬 に ク ラ ス 単 位 で 実施 さ れ た 。　SSE 尺

度は，担任教師指導 の
一
ドに ，算数の学年末考査実施前

に クラ ス 単位で 実施 され た 。 さらに ，CIQ が ， 算数の

学 年末 考査が 行われ た 次 の 時間 に
， 担任教師 の 指導 の

下 に，ク ラ ス単位で実施さ れた。

結果

　 ま ず ， 本研究 で 分析 に 使用 し た各変数間の相関係数

及び各変数 の 平均値，標準偏差 を T ，XBLII　3 に 記載 す

る。

　 次 に ， 各学 習 者側 の 適性変数 が テ ス ト成績 に 影響 を

与 え る 過程 の モ デ ル を構成 し 〔Fr〔、［ FCE　1〕，　 Amos4 ．1）〔A1・．

buckle＆ W ・ thke 、1999） を 用 い た，最尤推定法 に よ る構

造方程式 モ デ リ ン グ に よ っ て検討し た。本研究 の モ デ

ル は，  テ ス ト不安が，認知的干渉に 影響 を及 ぼ す，

  認 知 的 干 渉 が テ ス ト成績 に 影響 を 及 ぼ す．  MSE

が，SSE に 影響を及 ぼ す，  SSE が認矢［1的干渉及び テ

ス ト成績 に 影響 を及 ぼ す ，  自己調整学習 が ，
テ ス ト

不安，MSE ，そ して テ ス ト成績に影響を及ぼす，と い

う仮説 に 基 づ い て 構成 され た もの で あ っ た，，な お ， 積

極的 な 理 由が な い 場 合 に は誤差変数間 の 共分散 を 〔｝と

T．XBLE 　3　分 析 に 使用 した 変数 の 捌関係数 と平均 f直，

　　　　標準偏差

1 ，一 4

LTAS

よ CIQ　　　　．43赫

：｝．NISE　　　　、2．tt
4．SSE 　　　　　．22寧

5 ．調整 学 習　　．〔〕ア
6 ．期 末 号葭

一．Ll
平均 値

SD

5．91
：1．56

‘’1）’．け1　 ηp 〆』｛｝5

一26 察
　．馳．｝ホ　藤　　　　　一」卜卓　軍
　 ．ゆ＿　 　 　　 　　．）」
−　2S恩　　 ．61芋霞　 ．32 
一、↓瀦

ホ
　 ．33武＊　 ．r，LJ＊’　 、lll’v

2．1．5D　　27、Ltア　 8．［吁 　 67．74　 s，　e．91

9．81　　 8、7｛1　 1．71　 14．75　 2i．98

　 　 　 　 d

R〜＝．00

　 　 　 磁

R ‘　 ．器

TAS（ブ x

　ト不 葡

認 繍 」

干茜

R
．
　 35

穏敢 び句∫
ス ト成緒

自己調螫
’
≠習

MSE （算数

自己 効ノ」〉

ss トx課題

自己効力）
P5

GF【
．．．98　　　　 k：− 37

AGF1 −．E貼
〔旧

一
11瓢，　 　　 　 　 　 　 e．三

RMSEA ＝00

RL ．躑

　 　 　 e1

FIGuRE 　1 適 性 変 数 とテ ス ト成績 の 関連性 に 関す る

　　 　　モ デル

仮定す るの が
一
般 的で あ るが （豊 田．1992〕，本研究 で構

成 した モ デル で は ， テ ス ト不安 と MSE に か か る誤差

変 数 問 の 共 分 散 を 自由母数 と し て 推定 す る こ と と し た。

なぜ な ら，本研 究で構成 した モ デ ノレは，自 己 調 整 学習

が テ ス ト不安及 び MSE に 影 響 を 及 ば す こ と を仮定 し

て い る が， こ れ 以外 に も例えば過去 σ）算数の テ ス ト成

績 や 授業中 に取 り 組 ん だ 算数 の 課題 の 正 答 率 な ど テ ス

ト不安 と MSE に 共通 して影響 を及 ぼ す 要因の存在が

仮定 で き る か ら で あ る。

　分析 モ デ ル と分析の結果得 られ た決定係数 （RL
・
） を

FIGURE ／ に ，推定値 ， 標準化推定値，標準誤差 〔SE ）

及び推定値 の 95％信頼区間 を T ，xBLE．：4 に 示す。こ の モ

デ ル の 適 合度 は，GFI ＝ ，98，
　 AGFI ＝．93，

　 CFI ；

LO 〔），
　 RMSEA ＝、OO と い う 値 が 得 られ ， 想定 した モ デ

ル が データ の 分散共分散行列 を よ く説明 し て い る と判

断 さ れ た。

　 TABLE 　4 に 示 さ れ た 統計的 に 有意 な バ ス 係数 に 着

B し，本研究 で 構成し た モ デル を 考察 す る と，各適性

変数 と テ ス ト成績 の 間 に 以下の よ うな関連性が認 め ら
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TAIILE　4　推定値，標準化推定値．　 SE 及 び そ の 95％信頼区間

推定値 　標 準 化 推 定 値 　 SE　 蛎 ％ 信頼 区間

自己調整学習⇒ t ス ト不 安

テ ス ト不安 ⇒ 認知的
．
P渉

認知 的 ド渉 n テ ス ト成績

自己 調 整 学習⇒ f ス ト成績

　自己調整学習⇒ MSE
　 　 MSE ⇒ SSE

　 SSE ⇒ 認知 的i 渉

　 ssE ＞ ア ス ト成績

　 　 　 elOe3

一．oど

1．06
−．66

　 ．16
　 ．36
　 、10
− ］．：16
　 1．99
− 6．23

，｛17　　　　．｛）3　　　 ．1〕8〜．o，1

．39st　　　　．27　　　　、53、・1、59
．：う1〕桝

　　　21 　
− 1．〔〕7− 一．25

．11　　　 ．14　　　 ．ll〜．43
，51ホ‡

　　　　．〔」5　　　　．26へ’．46
．53室木　　　　．〔レ2　　　　．〔［6〜．14
．24’　　　　　，56　　

− 2．46・、一．26
．39ホホ　　　1．25　　　2．54へ・7．14
．26＊　　 L」，79　 −lL7 〔〕〜一．76

t

　
＊
1丿　・tt　．　【〕　1　　　　＊！冫　ぐ　　，｛［5

れ た 。

　まず ， 自己調整学習か ら テ ス ト成績へ の 直接効果 を

表 す パ ス 係数 〔川 は有意 で な か っ た 。 以 上 の 結果 を解

釈す る と， 自己調整学習 か ら テ ス ト成績 へ の 直接効果

は，認 め ら れ な い こ とが 示 唆 され た。したが っ て，本

研究 の結果か らは，自己調整学習の遂行頻度が ， 直接

テ ス ト成 績 に 影響 を及 ぼ す と い う仮 説 は 支持 さ れ な

か っ た。

　第 2 に ，自己調整学習 か ら テ ス ト不安 に 関連 した 構

成概念を介して テ ス ト成績 に 至 る パ ス 係数 に つ い て検

討す る と，自己調整学習か らテ ス ト不安 へ の パ ス 係数

（一．〔の は有意で な か っ た が ，テ ス ト不安か ら認知 的干

渉へ の パ ス 係数〔．3Y）及び認知的干渉か ら テ ス ト成績へ

の パ ス 係数 （
一．30｝が 有意 で あ っ た ψ＜ 川 。以上 の 結果

を解釈 す る と
， 自己調整学習 か らテ ス ト不 安 に 対 し て

の パ ス 係数 が有意 で は な か っ た た め ， 自己調整学習の

遂行頻度が高 い 学習者は，テ ス ト不安が低減 され，そ

の 結果，
テ ス ト遂行中 に 認知 的干渉 を 持 た な い 傾向 に

あ り，テ ス ト成績 が 良 い とい う仮説は支持 さ れ な か っ

た。しか し，テ ス ト不安か ら認知的干渉 を介 して テ ス

ト成績 に 至 る テ ス ト不安 の 間接効果 は認 め られ た。し

た が っ て ，高 テ ス ト不安者は ， テ ス ト遂行中 に，認知

的干渉 を頻繁に 経験 す る傾向に あ り ， テ ス ト成績 が 良

くな い と い うテ ス ト不 安 理 論 は 支持 さ れ た 。

　第 3に，自己調整学習か ら主 に 自己効力感 に 関連し

た構成概念を 介 し て テ ス ト成績 に 至 る パ ス 係数に つ い

て検討 す る。本研究 で 構成 した モ デ ル で は ， 自己調整

学習 か ら主 に 自己効力感 に 関連 した 構成概念 を介 し て

テ ス ト成績に 至 る間接効果 は 2 つ 仮定され て い る。 1

つ 目の 間接効 果 は，「自己調整学習
．・ MSE → SSE →

テ ス ト成績」 と い う経路 を た ど る もの で あ る。こ の 間

接効果を検討する と， 自己調整学習 か ら MSE へ の パ

ス 係 数 （．6D が 有意 で あ り （〆 ．｛｝P ， さ らに ，　 MSE か ら

SSE へ のパ ス 係数 （．53）及び SSE か らテ ス ト成績 へ の

パ ス 係数 〔．39） も有意で あ っ た Cp〈 ．Ol）。以 上 の 結果 を

解釈する と，「  臼己 調整学習の 遂行頻度 が 高い 学習者

は 算数領域特有の 自 己 効力感 で あ る MSE が 高く ，  

MSE が 高 い 学習者は ， 特定 の 算数 の テ ス トに 対 す る

自己効力感 で ある SSE も高 く，  最終的 に ， テ ス ト成

績が 良 い 」 と い う自己 調整学習 か らテ ス ト成績へ の 1

つ 目の 間接効果が 認 め られ た。

　一方， 2 つ 目の 間接効果 は，「自己調整学習→ MSE

→ SSE ・認矢rl的干渉
一・テ ス ト成績」とい う経路 をた ど

る もの で あ る。こ の 間接効果 に つ い て検討 す る と，自

己調整学習 か ら MSE へ の パ ス 係数 （、61）及び MSE か

ら SSE へ の パ ス 係数 （．5，3）が有意で あ り C1・　・：、D1＞，　 SSE

か ら 認知的干渉 へ の パ ス 係 数 （−24 、p ・．．05） 及 び 認知的

干渉 か らテ ス ト成績へ の パ ス 係数 （3け．ρく ．Ol） もす べ

て 有意で あ っ た 。 以上 の 結果 を解釈す る と ， 「  自己調

整学習 の 遂行頻度 が 高 い 学習者 は，MSE が 高 く，  

MSE の 高い 学習者は ，
　SSE も高 く，  さ ら に ， SSE の

高い 学習者は テ ス ト遂行中に 認知的干渉を経験す る頻

度が 少 な く，   そ の 結果 と して ，テ ス ト成績が 良い 亅

とい う 2 つ 目の 間接効果が認 め られた 。 した が っ て
，

自己調整学習か ら主 に 自己効力感に関連 した構成概念

を 介 して テ ス ト成績 へ と至 る 間接効果 に は ， 2 つ の 経

路が存在す る こ とが示唆 された。

考 察

　本研究 の 目的 は ， テ ス ト不安 ， 自己効力感，自己 調

整学習 とい う 3 つ の適性変数が テ ス ト成績 に 影響 を与

える 過程の モ デ ル を構成 し， 検討す る こ とに よ っ て ，

教育的介入 の可能性を探る こ とで あ っ た。本研究の モ

デル は ， 学校現場 で の 教育的介入 が 比較的容易 だ と思

わ れ る 自己調整学習 を，テ ス ト不安及 び 自己 効 力 感 と

い っ た適性変数を予測す る変数 と し て 想定 し構成され

た 。 以 下 に ， 本研究 の 結果 か ら導 くこ との で き る教育

的介入実践へ の示唆及び今後の 展望を記す。
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教育的含意

　本研究 の 結果 か ・ 得 られ た粒育的介入 実践へ の 示唆

は ， 主 に 以 ドの 3 点 に k と め られ る。

　第 1 に
， 自己凋整学習 か ら テ ス ト成績 へ の 直接的 ハ

効果 に っ い て 考察す る と ， 教師が 自己調撃学習 の 遂行

方法を学習者 に 提 示 し，こ の 遂行頻度 を 高 め る だ け で

は ，
テ ス ト成績 の 改善 は 期待 で き な い こ とが 示 唆 さ れ

た 。

　第 2 に ， 自己 調整学習か ら テ ス ト不安 に 関連 し た 構

成概念を介し て テ ス ト厂齠
ギ

に 至 る 初果 に つ い て 考察 す

る 。ま ず，「テ ス ト不 安 → 認知的 1：渉 ’f ス ト成績」と

い うパ ス が有意 で あ っ た こ と に よ っ て ， Wille〔D7P に

よ る 注息分配理論及 び ， Eysenck　Uf）79〕に よ る作動記

憶 に 着 目 し た テ ス ト 不安 モ デ ル が 支持 さ れ た。し た

が っ て ， テ ス ト成績 を改善 するた め に は，テ ス ト不安

を低漱す る こ とを通 じて，テ ス ト遂 行中に学習者が経

験 す る ’ 知的十 渉 を減少 さ せ る こ と が有効と な る こ と

が 示唆 され た 。 テ ス ト不安 llk減 の 試 み は，系統的脱感

作法 に 代表 さ れ る 行動療法的介入 ノJ略 を中心 に 研究 が

す す め ら れ て き た 慌 木，19S5）。

　 しか し，学校現場 の カ リキ ュ ラ ム 等の 実情 を考唸 31

る と，実際 の 教 育現易 で ，こ れ ら の 介 入 方略 を実践す

る こ と は 容易な こ とで は な い 。塩 谷 q995 ：】 は ，
こ の 視

点 か
’
，テ ス ト不汝 の 遂行抑制作 IHを予測 す る変数を

見出す こ と を 口的 と して 調 貸を行 い ，そ の 結果，学習

に 関す る ス キ ル の 認知 の 重要性 を指摘 し て い る 。 塩 谷

に よ れ ば，この学習に関す る ス キ ル の
一
忍知 は，学習 の

方法 に 関す る 主 観 的訂価で あ り ，
ス キ ル の 保持 の 程度，

過 去 の 戊組 や 学習 上 の 成功
・失敗の 経験等 に 基 づ い て

総合的に 形成 されるもの で，客観的な ス キ ル の有無 と

厳 密 に 対応 し な い 。そ こ で ， 本 研 究 で は，近 年注 目 さ

れ て い る自己調整学習 に着目し，客観的な ス キ ル の 有

無を調査対象 とす る た め に ，自己調整学省 を遂行 して

い る頻度を質問紙で測定し，
こ の 指標 とテ ス ト不安 と

の 関連性 を検討し た の で あ っ た 。しか し，調査 の 結果 ，

か り に 教師が 自己調整学習 の 遂行方法 を学習者 に 提示

し， こ の 遂行頻度を高め て も，テ ス ト不安 は 低減 され

ない こ とが 示唆 さ れ た 。 塩谷が学習に関す るス キル の

認知 を テ ス ト不安 の 遂行抑制作用 を f’測す る 認知的変

数 と し て 指摘 し て い る事実 を考慮 す る と ， テ ス ト不 安

の 低減 に 効果の あ る別の学習方略が 存在す る と考え ら

れ る。今後 ， 本 研 究 で は 確認 で き な か っ た テ ス ト不安

を予測する学習方略を確認す る こ と も， 学校現場 で の

教 育的介入実施 の 観点 か ら重要 と な ろ う。

　 最後 に ，自己 調 整 学習 か ら主 に 自己 効 力感 に 関連 し

た 構成概念を介 し て テ ス ト成績 に 至 る効果 に 関 して 考

察す る n 本研究 の 結果，示唆 さ れ た知 見は 以
一
ドの 2点で

あ る。ま ず，1 つ 目の 知 見 は，「  自己 調整学習の 遂行

頻 度 が 高 い 学 習者 は 鼻数領域特有 の 自己効力感で あ る

MSE が高 く，   MSE が高い 学習者は ， 特定 の 鼻数 の

テ ス トに 対 す る 自己 効力感 で あ る SSE も尚 く，  岸終

的 に ，テ ス ト成績が 良 い 」で あ り， 2 つ 目 は．「  自己

調整 テ：習の 遂行頻度 が 高 い 学習者は，MSE が 尚 く， 

MSE の 高い 学習者 は，　SSE も高 く，  kL ’
に ，　SSE の

高 い 学省者は テ ス ト遂行中に 認知的干渉 を経験 す る頻

度 が 少 ’よ く，  そ の 結 果 と し て，テ ス ト成績 が 良 い 」

とい う知見 で あ る。

　 こ れ ら の 調査結果 と自己 調整学習が テ ス ト戊 1
．

に 直

接効果 を持 た な か っ た こ と を合わ せ て解釈す る な ら ば，

自己調整学h ば
， 直接 テ ス ト成組 に 影響 を 及 ぼ す t い

うよ り も， 自己効力感 を介 し て テ ス ト成組 に 影烈を 及

ぼ し て い る ＿と が 示唆 さ れ た 。し た が っ て，比較的学

校現場 に お け る教育的介入が 容易 で あ る と思 わ れ る 自

己調 整≠習 を効果的 に 操作す る こ と に よ っ て，自己効

力感 の 改善 を 通 じて．テ ス ト成績 の 向 Eが 期待 で き る。

こ こ で 注 「1に 値 す る の は ， す で に述 べ た よ う に ，教師

が 自己 調整学習 の 遂行方法 を学習 者に 提示 し，こ の 遂

行頌度を高め る だ け で は，テ ス ト成纏 の 改託 は期待 で

きな い こ とで ある。つ ま り，自己 調整学習 の 遂行が
，

学習者 の 自己効力感 〔MsE 〕を高め る こ とが で き て 初 め

て ，テ ス ト成績 が 改善 され る の で あ る、、こ の 点 を 考慮

す る と ， テ ス ト成組 を改善 す るた め に，以下 の 介入 プ

ロ セ ス が有効 に な る と
．
考え られ る。

　 Bandura 〔1977）に よ れ ば，自己効力感 は ．主 に ， 

遂行行動の達成，   代理経験 ，   口 語的 兎得 とい う悁

報源 に ．よ っ て 某 醍 」け ら れ る。し た が っ て ，自己調整

学習の 遂行を通 じて，算数領域特有 の 自d 効力感で あ

る MSE を効果的 に 高 め る た め に は ， 次 に挙 げ る 3点

が 重要 で あ る。  学習 者は，自己調整学習を遂行 し学

習 を 進 め
， 実際 に ，算数の 課題 に 取 り組み ， そ の 課題

に 止答す る こ とを通 じて，「自分 に も算数が で き る の

だ．1 と い う こ と を実感 す る v   実際 に ， 他 の 学 習者

が ， 自己調整学習を遂行 す る こ と に よ っ て 学習内容 に

対 す る 理解を深め，算数 の 課題 に 正答す る こ と を示 し，

　「鼻数 の 学習 が 白分 に もで き そ う だ。1 と 実感 さ せ る 。

  教師が ， 「こ ん t’ふ うに ，勉強して ご ら ん 。 算数が で

き る よ う に な る よ。」 と 説得 す る L、こ の よ う に，実際

に ，自己調整学習を遂行 し ， 学習成果 を実感す る こ と

な ど を 通 じ て ， 学 内 者の 算数 に 対 す る 自 己効力感を高

め る こ と に よ り ， 「自己調整学習 ・自己 効力感→ テ ス ト

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

4il4 教 育 心 理 学 研 究 第 52巻 第 4号

成績 」 と い う
一・

連 の 正 の 連鎖 を 効果的 に 促進 で き よ う。

　また ， 本研究で は ， す で に述べ たように，自己調整

掌習 は テ ス ト不安 を 予測 す る 変数 と は 認 め ら れ ず，教

師が 自己調整学習 の 遂行方法を学習者 に 提示 し， こ の

遂行頻度 を高め て も ， テ ス ト不 安 は低減 きれ な い こ と

が 示唆 さ れ た。しか し，本研究 の 結果得 られ た 自己調

整学習 か ら 自己効力感 に 関す る 構成概念 を介 し て 認知

的干渉 に 至る効果 に 着 目す る と，認知的干渉 の 低減 に

関 して は，以下 に 示す介入 プ ロ ゼ ス が 有益 で ある可能

性 が 示唆 さ れ た。つ ま り，SSE の 高 い 学習者 は テ ス ト

遂行 中に 認知的干渉を経験す る 頻度が少な い 傾向に あ

る た め ，学習者 の SSE を高 め る こ と に よ っ て ，テ ス ト

遂行中の 認知的干渉 を低減させ ， テ ス ト成績を向上 さ

せ る こ とが 可能 で あ る と
．
考 え られ る。した が っ て，教

師が ， 自己調整学習の 遂行方法 を学習者 に 提示 し， 学

習 者 が そ の 効 果 を確 認 す る こ と を通 し て，高 い 自己 効

力感 を有す る よ う に なれ ば，その 結果 と して，テ ス ト

遂行中 の 認知的干渉 が 低減 され ， テ ス ト成績 の 向上 に

つ な が る と い う 「自己調整学習→自己効力感→テ ス ト

不安 の 遂行抑制作用 の 低減→テ ス ト成績」 とい う正 の

連鎖 も期待 で きよ う。

　本研究で は ， テ ス ト不安 ， 自己効力感， 自己調整学

習 とテ ス ト成績 の 関連性 を検討 し た結果， ヒ記 した よ

うな教育的介入 の 可能性が示唆 され た。本研究 の結果

得 られ た こ れ ら の 知 見 は，実際 の 教育現場 に お け る教

育的介入 の 実践 に 示唆 を与え る もの と して意義が あ る

と考える。

今後 の 展望

　最後 に ， 本研究 の 反省点 と今後の 展望 に つ い て 述 べ

る。

　まず ， 今回の 調査 で は ， 残念 なが ら，調査校 の都合

ヒ，被験者数が十分 と は言 えな い 。確固た る 結論 を導

き出すために は， さ らに ， 十分 な被験者 を確保 して，

追試 を実施 し，本研究 で 構成 さ れ た モ デ ル の 安定性 を

保証 す る こ と も必要 とな ろ う。

　第 2 に ，本研究 で は，テ ス ト不安，自己効力感，自

己調整学習と い う適性変数と テ ス ト成績 と の 関連性を

検討 したが，テ ス ト成績 の 決定係数が，，35で あ る こ と

か らも明 らかなように，本研究で着目 した変数以外 に

も，知能，前学期 の 学業成績，動機づ け，勉強時間な

ど ， テ ス ト成績に影響 を与 え る変数 は数多 く想定 さ れ

る。し た が っ て ， 今後 ， 本研究 に よ っ て 得 られ た 知見

を踏ま え な が ら ， さ ら に ， 本研究 で取 り上げなか っ た

適性変数 とテ ス ト成績 との関連性を検討 す る こ と も，

効果的な教育的介入 実践 の観点 か ら重要 となろう。

　最後 に ，本研究 は ，小学校 4 年生 と 算数 の テ ス ト を

調査対象 としたもの で あ り， 今後さらに ， 調査対象 を

変 えて も，同様 の 結果 が 得 ら れ る か ど う か と い う こ と

を検討す る こ と も必要 と な る と考える。
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     Test Anxietx Seij:Efficaay, SelfRagulated Learning) and

Test Pe7diormance : 4`h Grtzde Students and  an  Anthmetic Test
               MJINr'1',lst' :tlxnblw('nt.4  r(;ltAI)('.111i Scll"oL oJ･' Et)('c･171oiv, TT･I4sETL4 (･LKvlT/'JeslTi')

                 tslt4,xvisbi lt)f･'A{x･xl. oF  Ei)(･'c.',47'lav,41, R"'cfloi.o{/1', 2004, 52･j), 4:!･)6 43CJ

 The  purpose  of  the present  study  was  to  examine  the reration  between test anxiety,  self-efficacy,  self-

regulated  learning, and  test perfermance,  in order  to be able  to develop  methods  for remedial  intervention.

The  hypotheses were  as  follows : (1) self-regulated  learning has a  direct effect  on  test performance,  (2)
self-regulated  learning influences test performance  indirectly via  constructs  concerning  test anxiety,  and  (3)
self-regulated  learning  influences test performance  indirectly via  constructs  concerning  self-efficacy.

Participants in the  study  were  4`h graders (37 boys, 45 girls). Data "rere  cullected  fron] the students'

performance on  an  actual  clas$room  arithmetic  examination,  The  re]ation  between the variables  was

investigated by means  of structural equation  modeling  (SEIVI). The  resu]ts  indicated that self-regulated

]earning did not  have a  direct effect  on  test performance  nor  an  indirect effect  via  constructs  concerning  test

anxiety,  but influenced test Performance indirectly via  constructs  conccrning  self-efficacy.

   Key  "[ords i test anxiety,  se]f-efficacy,  self-regulated  learning, test performance,  structural  equation

medeling


