
論 文 の 内 容 の 要 旨

論 文題目 テ ス ト形革が 学習方略に与 える影響とそ の プ ロ セ ス の解明

氏 名 村山 航

"

テ ス ト
"

と は
, 学習者 の 学力 を診断 ･ 把握す るた め の ツ ー ル で ある . そ の た め

,
テ ス トに

は
, 客観 的 で 正確 に学習者 の 能力 を測定す る こ とが求 め られ る . 従 っ て

,

"

客観的 で 正 確な測定

をす る テ ス ト
"

が
"

よ い テ ス ト
'

だと い えるだろう . しか し
,

テ ス トは
, 学力を測定す るた め

の もの さ しと して の み存在す るわ けで はな い
･ テ ス トは , 教師と学習者と の 関係 の 中 で

, 社会

シ ス テ ム の 1 つ と し て 実施 され る ･ こ の ような社会的文脈 の 中で
, テ ス トは単なる

"

もの さ し
"

を越 え て
, さま ざま な意味 に価値づ けられ

, 多く の 学習者 に影響を与える と考えられ る . テ ス

トが社会的文脈 の 中に置かれた とき
,

"

よ い テ ス ト の あり方
"

とは
,

テ ス トの 測定め客観性 ･ 正

確 さだ けに依拠す る の で は ない ･

"

テ ス トが ど の ような影響を学習者に与 える の か
"

と い う こ と

ま でも含め て 考え る べ き で あろう.

そ れで は
,
テ ス トは学習者 に どの ような影 響を与える の だ ろうか . 1 章 で は こ の 点に 関し て

,

これま で の 心 理学研究 を概観 した ･ そ の結 見
``

テ ス トが学習者 の動機づ けに与 える影響
"

に関

して は
,

実証的
~
知見も多く

,
理論 的基盤 も整備 され て い る こ とが 明らか にな っ た . しか しテ ス

トは学習者 の動機づ けに影響 を与 え るだ けで は ない .

"

空所補充問題が出題 され るみ た い だ か ら
,

暗記 を中心 と した勉強方法をと畠
"

の ように
, テ ス トに よ っ て

"

学習 の 方向 づ け
"

が生 じる こ

とも考 え
.
られ る ･ そ こ で 2 章 で は

,
テ ス トに よ る学習 の 方向 づ けに 関 して

,
心 理学研究 の 枠を

超 えて
, 幅広 い分野 の 文献を概観 した . そ の 結果, テ ス トが学習をどの ように方向 づ ける の か

に 関 し て は
, 議論 こ そ苦か ら繰り･ 返され て きた もの の

, 系統的な実証研究に乏 しい と い うこ と

が明 らか に な っ た . そ こ で 本稿 で は特に
"

テ ス ト形式 の 予期が学習方略 に与える影響
"

を体系

的 に検討す る こ と を目的と し た . こ こ で の
` `

テ ス ト形 式
' '

とは
, 空 所補充型 テ ス トや記述式 テ

ス トと い っ た違 い の こ とを意味す る .



3 章 (研究 1) で は
, そ もそ もテ ス トが 本当 に学習方略 に影響を与 え て い る の か を検討するた

め
, 中学生 ･ 高校生 1 1 3 8 人 に対 し て調査 を実施 した ･ 具体的に は

,

"

こ の 学習方略はテ ス ト で

点 をと る た めに有効 で ある
"

と い う認知 ( テ ス ト有効性 の認知) が
, 方略使用 と関係 を持 っ て

い るか を検討 した , そ の結果 ,

`

てこ の 方略 は長期的に勉強をす る こ とを考 えると 理想的 である
"

と い う認知 (長期的有効性 の 認知) や
"

こ の 方略 は使用す る の が大変 で ある
"

とい う認知 ( コ

ス ト感) を統制 して も,
テ ス ト有効性 の 認知は方略使用と正 の相 関関係 を持 っ こ とが 明らか に

な っ た ･ す なわ ち, テ ス トが 学習方略 の 使用 を規定す る要因 で ある こ とが示唆 され た . 4 章 (研

究 2) で は
, 個人 内の 共変関係に着 目 して も , 研究 1 の 結果 が再現 され る か を検討 し た . ネの

際, 研究 1 の 問題点を克服す るた め
, 研究デザイ ン にもい く つ か の 変更を加 えた . 高校生 5 2

人 に対す る調査 の 結果 , 研 究 1 の 知見が再現され た .

研究 1 と研究 2 で 得 られ たテ ス トと方略使用 ′との 関係 は木自関関係 に過 ぎな い
. そ こ で 5 章(研

究 3) で は
,

"

テ ス ト形式 の 予期が学習方略 に影響を与 え る
"

と い う因果関係 を検討するた め
,

授業実験 を行 っ た ･ 具体的に は
, 中学 2 年生 8 3 人 を

,

.
毎回 の 授業後に空所補充型テ ス トを実

施す る群 ( 空所補充群) と
,

記述式テ ス トを実施す る群 (記述群) の どちらか に割 り当て
,

磨

史 の授業 を実施 した ･ 5 回目 の 授業後 , 学習者 の方略使用 を測定 したと こ ろ , 空所補充群 で は
,

記述群 に比 べ て
,

浅い 処 理 の 学習方略 ( 暗記 をq ' ･L , と した学習方略) を多く使用 し
,

深 い 処理

の 学習方略 (意味理解を中心 と した学習方略) をあま り使用 しない こ とが 明らか に な っ た . す

なわ ち,
どうい っ たテ ス ト形式を予 期す るか に よ っ て , 学習者 の便用す る方略 に違 い が生 じる

こ と が
, 因果関係 と して 明 らか にな っ た

~
･ 6 章 (研究 4) で は

, 研究 3 甲問題点を修正 した上

で
,

追試 を行 っ た ･ そ の結果 , や はりテ ス ト形式 の 予期 が学習方略 の 使用に影響 を与え る こ と

が 明らか に な っ た .

こ こ ま で の 研 究から,

` `

テ ス ト形式 の 予期が学習方略に影響を与 える
"

こ とが 明らか にな っ た .

しか し一 方 で
,

テ ス ト形式 の 予期が 学習方略に影響 を与え るとき , 学習者 に ど の ような
"

プ ロ

セ ス
"

が働 い て い るか は不 明確 なま ま で ある . そ の た め
,

テ ス ト形式 の 予期と方略使用と の 関

係 に 関 して
,

正確な予測をす る こ とは難 しくな っ て い る . そ こ で 7 章 (研究 5) - 1 2 章 (研究

1 0 ) で は , テ ス ト形式が学習方略に影響を与 える際に生 じ て い る
"

プ ロ セ ス
"

を明らか にす る

こ とを目的と した .

7 章 ( 研究 5) で は ,
テ ス ト形式 の予期 に よる方略変容 を調整す る要因を探索的に調 べ た . 大

学生 2 7 人を対象に , 説明文読解の 実験 を行 っ~た . その 結果 ,

"

先 ほ ど の テ ス トが 困難 だ っ た
"

と認知 して い る人 ( テ ス ト困難度の 認知が 高い 人) ほ ど
,

記述式テ ス トに比 べ て
, 空所補充型

テ ス ト で深 い 処理 の 方略使用が少な い こ とが 示された . すなわ ち, テ ス ト の 困難度 の 認知が
,

方略変容の プ ロ セ ス に役割 を果 た し て い る こ と が示 唆された . し か し
,

こ こ で得られ た結果は

相 関関係 で あり , 因果 関係 で はない . そ こ で 8 章 (研 究 6) で は , テ ス ト困難度 の認知 を直接

操作 し
,
方略変容と の 因果 関係 を検討 した . 大学生 4 8 人 を

, 統制群 , 難易度 が低い 空所補充型

テ ス トを予期する群 ( 空所 一 易群)
,

難易度 が高 い空所補充型テ ス トを予期す る群 ( 空所
一

難群)
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の 3 群 に割 り当て
,

テ ス トを実施 した とき に方略が どの ように変容す るか を調 べ た . 結果 , 空

所 儲 群 の み統制群 に比 べ て 浅い 処 理 の 方略使用 が増大 し た ･ すなわち
,
テ ス ト困難度 の 認知が

,

方略変容プ ロ セ ス に大きな役割を果 た し て い る こ とが 因果関係 と し て 明らか
.
に な っ た . さら に

,

方略帰属 ( テ ス ト で うまく い か なか っ た の は
l 学習方略に 原因が あると考える こ と) も

,
こ の

プ ロ セ ス と 関係 を持 っ て い る こ とが明らかに な っ た .

研究 5 と研究 6 より
,

"

どの ようなとき に方略変容 が生 じる の か
"

は明らか にな っ た . しか し
,

方略変容 プ ロ セ ス の 中で も
,

"

なぜ空所補充型テ ス トは浅い 処理 の 方略使用 を増大 させ
, 深 い 処

理 の 方略使用を低下させ る の か
"

は明らか に な っ て い ない ･ 9 章 で は こ の 点に 関し て検討を し

た ･ 具体的 には
,

1 3 6 人 の 大学生を
, 統制群 ,

``

浅 い 処 理 の方略が有効な空所補充型テ ス ト
"

を

実施す る群 ( 暗記空所群) ,

"

深 い 処理 の 方略使用 が有効な空所補充型テ ス ト
"

を実施す る群 ( 意

味空所群) に割り 当て
,

方略変容 を比較 した ･ そ の 結見 暗記空所群 だけで なく , 意味空所群

で も統制群 よ り浅 い処理 の 方略使用を増大させ る こ とが明らか にな っ た . こ の 結果は; 学習者

が 必ず しも
"

テ ス ト の 課題要求
"

( そ の テ ス ト で どう い っ た方略が有効 で ある か) に基 づ い て方

略変容を行 っ て い ない こ とを示 して い る ･ む し ろ
, 学習者 は

"

空所補充型テ ス トに は暗記が有

効 で ある
"

と い うテ ス ト形式 に関する知識 ( 以後
"

テ ス ト形式 ス キ
ー

マ
"

) に基 づ い て 方略を変

容 させ て い る可能性が 示唆 され た .

7 牽 か ら 9 章ま で の 研究結果を踏ま え て
,

テ ス ト形式 の 予期 に よる方略変容プ ロ セ ス の モ デ

ル を提唱 した ( 図 1) ･ こ の モ デル で は , 学習者がテ ス トに難 しさを感 じなか っ たり
,

テ ス トに

難 しさを覚えた と し て もそ の原因を方略に帰属しなか っ たり した 場合 には
, 大きな方略変容は

生 じない とす る ･ 逆 に
, 学習者が テ ス トに難 しさを覚え

, そ の原 因を方略に帰属 したとき に
,

方略 の変容が生 じると考 える (研 究 5
, 研究 6 の 結果 より) . しか し

, 方略変容 が生 じる と し て

図 1 : テ ス ト形式 の 予期 に よる方略変容 の プ ロ セ ス モ デ ル
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も, そ れ が どの ような方向性で 生 じる の か ( 浅い 処理 の 方略使用が増大す る の か
,

深 い 処理 の

方略使用 が増大す る の か) に つ い て は
,

こ の 段階だ けで は決 ま らな い . ど の ような方向性 で 方

略 の使用が促進 ･ 抑制され るか に関 し て は
,

"

テ ス ト形式 ス キ
ー

マ
"

の 調整プ ロ セ ス が存在する

と仮 定す る (研究 7 の結果 より) .

た だ し
,

こ の モ デル は仮説的なも の で ある . 特 にテ ス ト形式 ス キ
ー

マ と いう考えの 妥当性に

つ い て は
,

まだ疑問が残 る ･ そ こ で 1 0 章か ら 1 2 章で は
,

テ ス ト形式 ス キ
ー

マ 仮説 の 妥当性を

検討 した ･ l o 草 (研 究 8) と 1 1 章 (研究 9) で は
,

テ ス ト形式 ス キ ー マ を測定 し
, 個人差 の観

点か らこ の仮説 の検証 を行 っ た ･ 具体的には
,

空所補充型テ ス トを予期する群 ( 空所補充群)

と統制群と の 差が
,

こ の テ ス ト形式 ス キ ー マ 得点に よ っ て違 っ てく る の かを調 べ た . 研究 8 は

大学 生 7 3 人
,
研 究 9 は大学生 3 2 人 を対象と した . そ の 結果 , テ ス ト形式 ス キ

ー

マ を直接測定

した場合 ( 研究 8) も
,

間接的 に測定 した場合 (研 究 9) も,

"

空所補充型テ ス トに は浅い 処理

の 方略が 有効 で ある
"

と い うテ ス ト形式 ス キ
ー

マ 得点が高 い 人 ほ ど
, 統制群に比 べ て 空 所補充

群 で 浅 い 処 理 の方略 を多く使用す る こ とが 明 ら か にな っ た .

.
すなわ ち , テ ス ト形式 ス キ ー マ が

方略変容 に役割 を果た し て い る こ とが 示 された . 1 2 章 (研究 1 0) で は
, 教育的介入 と い う観

点か ら
,

テ ス ト形式 ス キ
ー

マ を検討 した ･ 具体的に梓, 中学生 5 5 人 をテ ス ト形式 ス キ ー マ に介

入す る群 ( 実験群) と介入 しない群 ( 統制群) に割り当て
,

そ の 比較 を行 っ た . 実験群に は授

業時間終了後に
,

"

空所補充型テ ス トには 必ず しも暗記が 有効 とは限 らな い
"

と い うメ ッ セ
ー

ジ

を伝 え
,

テ ス ト形式 ス キ
ー

マ の 変容 を目指 した . そ の 結 見 実験群が 統制群 に比 べ て
,

空所補

充型テ ス トに直面 した ときに浅 い処 理 の 方略 をあまり使わ なくな る こ と が明らか に な っ た . 以

上 3 つ の研 究か ら,
テ ス ト形式 ス キ

ー

マ 仮説 の 妥当性 が検証され , 図 1 の モ デル の 妥当性 が示

された .

1 3 章 で は
,

こ れま で の 研究 の ま と め を行 い
, 本稿 の 示 唆と限界に つ い て 述 べ た . 特 に

, 近年

の 新 しい 教育評価(a lt e rn a ti v e a s s e s s m e n t) - の 示唆 に つ い て 詳細に論 じた . また
,

"

イ ン フ ォ

ー ム ドア セ ス メ ン ト
"

と い う概念を提唱 し
, 教師と学習者との 間 で

, 評価 の 意図や 目的を共有

す る こ と の 重要性 に つ い て 示唆を与 えた .
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