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は じ め に

拙稿は
,
現 代アメ リ カ の 認知心理 学 者の 一 人 ,

D .

p . オ ー ズ ベ ル くD a v id P a u l A u s u b e l l の提 唱す る

教授 二 学 習理論の 教授論的側面の 解明を め ぎす
- 読

論である o

この教授 二 学習理 論は
,
近年,

カつが 国 に お い て
,r有

l い

意味受容学習J の理 論,
お よ びそ の 他 の 呼称で比較

的に その 紹介や解明 がな さ れ て き て い る o

簡潔 にい え ば,
こ の 理論は

, 学校の 主 要な役割が

く知識 の 伝達B くT r a n s m i s si o n
-

o トK n o w l e d g e l に

あると い う伝統的なtg 伝達観参に た っ て 構想 さ れ た

教授 二 学習 理 論で
,

こ の 意 味で
, J . S . ブ ル

ー ナ -

くB r u n e r
, I .S . 1 に よ っ て提 唱 さ れ た r 発 見学習J

くDi s c o v e r y l e a r n i n g l 理 論に批判的 に 対立す る理

論的定位をも っ て い る
o すな わ ち, オ ー ズ ベ ル の 理

論で は
,

い わ ば提示 的授業様式くe x p o si to r y m o d e I

に伴な う学習事態 が 考察の 中心 と さ れ て お り
,

こ こ

では
, 言語 を介 して 提 示さ れ た 知識 内容 を学習者が

どの ような 心理 的過 程を経て学 習す る の か
,

そ の 心

理学的解明が 試み ら れ
, 同時 に

,
そ の 学 習過程の 効

果的な促進の 方 途 の 解明が 試み ら れ て い る
o 現在の

と こ ろ
,

オ ー ズ ベ ル の こ の 理 論 は
, 学校に お け る 教

科内容と の 関わ り で 具 体的に展 開 さ れ る こ と は さ ほ
L21

ど多く は な く
,

一

つ の 仮説的理 論に と ど ま る が
,

そ

の理論的定位か らみ て
,
r い わ ば F系統学習A の 基礎

l 引

理論を示 した も のJ と評価す る こ と が で き る o

と こ ろ で
,

わ が 国 に お ける こ の 理 論の 紹介や 解明

を通覧す ると
,

そ の 多く は
, r 有意 味受 容学習J の 概

念の 明確化,
そ の 成立条件

,
あ る い は オ ー ズ ベ ル の

r 意味J 概念 の解明 な ど, 概 し て
,
こ の 理 論の も つ く学

習論B の 側面に 傾斜す る こ と が 多く ,
こ れ に比 し,

そ の く教授論ン的側面は 部 別勺な紹 介にとどま る こ

t41

と が多い
o しか し

,
こ の 理論の 独自性 は

,
そ う し た

学習過程論の 提示 に あ る より は
,

む し ろ
,

そ れ に密

接に依拠 しつ つ
, 学習過程の有効な 促進

,
制御法の

開発に あ る 捌 ま明 らか で あ っ て
,

こ の 側面か ら の 解
fJ

明が必要と考え られ る
o

そ こ で 拙稿で は
, 学 習過程

の 制御, 促進の 一

手法と して 提示 さ れ る
, r 先行オ

-

ガナイザ ー J くad v an c e o rg a n i z e r l を中心 に
,

オ
ー

ズベ ル の学 習制御 . 促進 の 基本的 な考え 方を解明す
15 1

るも の で ある
o

こ の r先行 オ
ー ガナイザ ー

J と は
,

簡

潔に述 べ れ ば
,

学習内容の 提 示 に先 だ っ て 提示 さ れ

る
一

種の 導入教 材で あ る
o
そ れ が どの ような学 習過程

の 説明枠組か ら着想 され て い る の か
,

そ の 素描を第

一 章で ふ ま え
, 次に

, r 先行 オ
ー

ガナイザ -

J 構成 の

ため の 諸条件を中心 に
,

そ の 性析を 明 らか に す る o

そ し て 最後に
,

そ の 使持は い う 教授方略 に才ゴけ る

オ ー ズ ベ ル の 教 授的見地 の 解明を 試み る11 ,

第 一 章 学習過程の 説明枠組

オ
ー ズ ベ ル の 理 論に お い て 説明 の 対象 と さ れ て い

る学習事態 は
, 言語的 に構成 さ れ 捉小さ れ た知 識内

容を, 学習者 が た ん にく内面化5 す る
,

と い う 学 習

事態 で あ る
o

オ ー ズ ベ ル の 用語でJさ与え ば
, t jf二意味

. い

な教材J を たん にr 受容J い e c e p ti o n け る こ と が 求

め ら れ る 学 習 事態 で あ る
o

こ の く内 面 化ン,
す
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なわ ちr受容J の 過程が
,

どの よ う な心 理的メ カ ニ ズ

ム の も と に進行 し
, 知識 が 習得 され

,
保持さ れ て い

く の か
o

オ
ー ズ ベ ル の 理論 の 大部分 は

,
こ の 心理 的

過程の 解明に あ て られ て い る o

r 有意味な 教材は
,
受容の 枠組 くfr a m e w o r k f o r

r e c e p ti o n l を提供す る と こ ろ の
,

既 有の 諸概 念, 原
t71

哩 , 情報と の 関連で
,

つ ね に学習さ れ る
oJ

r 学習 に 影響を及 ぼ す も っ と も重要 な 唯
一

の 要因

は
,

すで に 学習者が 何 を知 っ て い る か
,

と い う こ と
I .
T J

.

に あ る oJ

学 習過程の 説 明 に関 す る
, オ

- ズ ベ ル の も っ とも

基底的な 見地 は
,

こ れ ら の 引 用 に み られ る と お り
,

学習者 の す で に 習得して い る知 識 の総体を
, 新 しい

知識習得の ため の卜受容の 枠組J と し て重 視す る こ と

に あ る
o 平易に 言え ば

,
新 しい 知識 の 習得は

,
つ ね に

,

学 習者の 既有の 知識と の 関わ り で 営ま れ る, と い う

こ と で あ る
o

こ の 見 地 は
,

一 方 で
, r 認 知 構造J

くc o g n iti v e s tr u c t u r e l の 存在を仮定す る こ と に 連 な

り
, 他方

,
オ ー ズ ベ ル 独自の 卜包 摂理 論J くS u b ,

s u m p ti o n T h e o r y J へ と展 開 し て い る . r 認知構造J

と は
, オ ー ズ ベ ル の 理論で は

, 学習 者の 既有の 諸知

識が 一 定の組敵性を成 す, と い う仮定を言い 表すも

の と して 使わ れ て い る o ま た
, 卜包軌 くs u b s u m p

-

ti o n l と は
, r受容J の過程を心理 学的に 説明 す る と

l

同時に
, r認知構造J の組織的性格を特徴づ け る も の

と して も用い られて いる o

く学習と は
, 特定学習者の 認知構造の な か に

, 新 し

い 知識がr包扱J され て い き
,

そ の 構造の なか に い わ

ば適切 な 位置 を占 める こ とに よっ て 達成され る o ン

簡潔に 言え ば
,

こ れ がく学習 の 過程,
そ の 達成ン

に 関す る オ ー ズベ ル の 基本的な 説明枠組で あ るo

まず
, r 認知構造J とは

, 特定学習者がそ れ ま で の

生活経 験, 学習軽験を通 して , 学習 し集積 し て き て

い る 知識 の集積体を は ぜ 言 い 表す
o オ ー ズ ベ ル は

,

そ の 実質の中味を さ ほ ど明 ら か に し な い が
,

こ こ に

紘
, 諸々 の カ テ ゴ リ -

, 観念 , 概念
,
原理

,
ま た 諸々

の 語い や事実的情報等が 集積 して い る
,

と考え る こ

と が で き る
o しか し

,
オ ー ズ ベ ル の 理論で は

, む し

ろ こ の 語 は
,

そ れ ら の 知 識が 一 定の 組織的性 格 を

も っ て い る
,

と い う 側面 を強く 照射 して 用 い られ
,

語ら れ て い る o

そ の 組織的性格は
,

は ぜ次 の 二 点で特徴づ け る こ

とが で き る
o 第

一

に
, そ れ はr 層構造J くbi e r a r c hi c al

s tr u c t u r e J を成すも の と して 特徴づ け ら れ る
. そ の

要点は
,

そ こ に集積 し て い る諸 々 の 知識 が
,

そ の 構

造 の 上 層 か ら 下層 へ と移行す る に し た が い
, 卜包括

別 の 点で よ り 上位水準の も の か ら よ り下位水準の

も の へ と
,

順 次
, 位置を占め , そ れ らが 相互 に関係

性を もち な が ら
, 並置 し て い る

,
と い う こ と にある

Q

と 同時 に
,

そ の く関係性 . 並 置ンの 形式が 恨 軌 に

よ っ て い る と い うQ 換言すれ ば
, よ り包括的な諸観

念や 諸概念が
,

より 下位 水準の 諸概念 お よ び二次概

念くs u b c o n c e p t s ほ そ れ ぞ れ 恨 乱 し な が ら存在す

る
, と い う こ とを意味す る

o そ し て
,

そ の も っ とも

下部に は
,

お そ らく そ の 用 語は
, 感覚 的情報や知覚

的情報,
も の の イメ ー

ジ
,

あ る い は 事実的情報を意

味す る と 考え ら れ る が I r 情報的資利 くi nf o , m a ,

ti o n a l d a t a I が 集積 して い る と考え られ て い るo

r 認知構造J の組織的性格の 第二 の 要 点は
, 慨進

的分 化 の 原 利 くp ri n ci p l e o f p r o g r e s si v e diff e , e n .

ti a ti o n l と呼ば れ る もの で ある o そ れ は
, 便宜的に

い え ば
, 我々 の 現実の 世界に お け る学問 . 科学の分

化
,

あ る い は
, 人間 社会の 生活分 野 の 分化に対応す

る 形 で
,

そ のr層構造J も上層か ら下層 へ 移行する に

し た が い , 徐々 に r 分化J くdiff e r e n ti a ti o n ラ し特殊

化 し て い る
,

と い う も の で ある o

こ れ ら の組織的特性は
,

た と え ば
, 次の よう に語

ら れ て い る o

r 認知 構造は
,
き わ め て 包括的な 概念 的痕跡に よ

,
つ

て層状に 構成され
,

こ の 概念的痕跡 の 下部に は
,

さ

ほ ど包括的で は な い 二 次概念 くs u b c o n c e p ts l の 痕

跡, と同様 に特殊 な情報的資料の 痕跡 が 包摂さ れて
f9 I

い る
oJ

r認 知構造 の 組 織上 の 主要な 原 熟 ま
, 特定 の 知識

領 域 の 痕跡系統が
,

より 包括的な 分野 か ら さ ほど包

括的で な い 分野 へ と移行 し
,

そ れ ぞ れ が 包摂過程を

通 し て
, 層構造 の な か の よ り分 化の 著 しい 段階 へ と

1T
-
1

.
つ な が っ て い る

, と い う 漸進的 分化 の 原理 に ある oJ

す な わ ち
, r 認知構造J は

,
オ ー ズ ベ ル に お い て次

の よう な もの と し て 考え ら れ て い る
o

そ の も っ と も上部くap e x J で は
,

き わ め て 包括的

な 諸観念 や 概念が 位置 を占め
, 次第に 下部に移行す

る に し た が い
,

さ ほ ど包括的で な い 諸概 念 や二 次概

念が よ り上 位の 諸概念に 包摂 され て い る
o
と 同時 に

,

下部 へ 進め ば進 む だ け, 特定の 知識領域 へ と分化の

度を高 め て い っ て い る
,

と o

オ ー ズ ベ ル に お い て は
,

こ う し た組 織的特性をも

つ r 認知 構造J の な か に 新 し い 知 識がr 包摂J さ れ て い

く と き
,

そ こ に 学習 が 進行す ると み な さ れ て い る
o

r 包摂J の 過程で は
,

ま ず新 しい 知識 が 認 知構造内

- 7 8
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の開運ある知識領域ま た は分野 の よ り包 括的な諸概

念または概念体系くc o n c e p tu al s y s te m l と r 交互作

利くin te r a c ti o n 柁 お こ す
,
と み な さ れ て い る o r 交

互作削 と い う語の 使 剛ま
,
r 包 軌 過程が た ん に静

的な同化の過 程で な い こ とを い い 表す た め で あ るo

オ
- ズベ ル に よれ ば

,
そ の 過程 で は

, 新 しい 知識 が

認知構造内の ど の 知識領 域, 分 野 に関連 する か を 分

類する こ とくc a t al o g u i n g ほ た
, 既有 の諸概念, 請

命題と新しい 知識 との 異 同孝明 らか に し矛 盾を調 整

するこ と
,

さ ら に は
, 学習者本人 の 経験や語い な ど

の準拠枠へ
,

そ の 知識 を翻案す る こ とくt r a n sl a ti n g l

などが行な わ れ る
,

とい う o
ま た簡潔 に

, 次 の よう

にも語られ て い る
o

r包摂 過程 で は
,

まず最初 に
,
方向を 見定め る

くo ri e n ti n g l , 関係づ ける
,

分類す る, と い っ た諸
tt い

操作がか ら み あ っ て い る .J

r有意味受容学習 で は, 既製の 命題 や概念 を認知

構造内で た ん に 分類す る以上 の こ と が伴な うo
. . . . . .

すな わ ち
,

既 有 の 諸概 念 と の な ん ら か の 調整

h e c o n cili a ti o n l , 学習者個人 の 準拠 枠 へ の 翻案と
ヨn匿

いうこ と がな けれ ばな らな い
oJ

いずれ に して も
,
こ のr 交互作用J の 進行に 伴な い

,

次第に
, 新し い 知 識内容 は

, r認 知構造J内 に適切 な

r係留点J く an c h o r a g e l を もつ と され る
.

そ れ は,

新しい 知識の 関連す る 知識領域, 分野 な どが 明 らか

になり, ま た既有の 諸概念 との 調整の 終了 を意味す

るo そ れ らの 一 連 の 諸操作の終 了に よ っ て 新 しい 知

識は
, く関連 あ る

,
より 包括的な諸概念ま た は 概念

体系ンの もと にr 包摂J さ れ
,

学習 が達成 さ れ た こ と

にな る
,

と み な され て い る o

r 有意味受容学習 は
, 有意味な教 材が認知 的場 に

入り
,

あ る 関連 ある よ り包 括的な概念体系と交互作

用をお こ し, そ の もと に適 切 に 包摂さ れ る と き
,

坐
く131

ずるも の で ある
oJ

こ の卜包摂J の 過程 が
,

た ん な る 同化 の 過程 で な い

ことは
, 先 に 述 べ た . む し ろ

.
こ のr 包摂J の 過程 を

通して
, r認 知構造J そ れ 自体も

,
そ の 組織 的性格の

点で諸々 の 変容をう け る と み な さ れ て い る o オ - ズ

ベ ル の考え に し た が え ば
, r 認知 構造J 内 の 既有の 諸

概念や命題 が
, 新 しい 知識内容のr 包摂J に伴な い

,

修正さ れ た りくel a b o r a ti o n l , 拡張 さ れ た りくe x t e n
-

ti o n l , 限定をう け た りくq u a lifi c a ti o n H ノ
, さ ら に は

相互に関連の な か っ た 諸概念, 命題 間 に 一 定の 関係

性, 脈絡性が 生 ずる も の とみ な さ れ て い る
o オ ー ズ

ペ ル は
,

こ の こ と を
,
新 し い 知識 と既 有の 諸概念,

命題間 の諸々 の 包摂関係を示す こ と で明 らか に して

い る o た と え ば
, r 派 生 的包 摂J くd e ri y a ti y e

s u b s u m p ti o n J , r 相 関 的 包 摂J くc o r r el a ti v e

n 4I

s u b s u m p ti o n l な ど の記述 が そ れ で ある
o

い ずれ に し て も
,

オ ー ズ ベ ル の 理論で は
, 上述 の

諸操作か ら成るr 包摂J 過 程を通 して
, r 認知構造J内

の特定知 識領域の r 分化J くdiff e r e n ti a ti o n l の 度を
■

高めて い く こ とが
, 我 々の 日常の 学習の 様態だと み

なさ れ て い る o

さら に付言すれ ば
, r 包摂J の 理論は

, 学習過 程 の

み な らず
, く保持お よ び忘却 ンの 過程を も説明す る

も のと して用 い ら れて い る
o

オ ー ズ ベ ル に よれ ば
, 新 しい 知識内容は

, そ の学

習の終了時に お い て
,

それ をr 包摂J し て い る 諸概念

か ら
, 明瞭に識別 しう るくdi s c ri mi n a b l el もの と して

存在して い ると さ れ る o
こ の く識別しう る 度合ンの

持続 過程が
,

保持の 過程で あ るo オ ー ズ ベ ル に よれ

ば
,

そ の く識別し う る 度合ンは 時間経過 に 伴な い

徐々 に減少す る, と い わ れ る
o

そ れ はr 包摂J 作用 に

伴う卜概念規定傾向J くc o n c e p tu ali zi n g tr e n d ナに よ

ると い われ, 次の よう に説明 さ れ て い る
o

す な わち, より多くの特殊事項を記憶す る こ と よ

りも, 単 一 の包括的な 概念を保持す る こ と の方が経

済的で負担の少な い こ と な の で, 新しく学習 した 内
,

i良

容は
,

そ れ を包摂 して い る諸概念の 意味に よ っ て 代

表され
,

し だい に そ の 識別の 度を弱 め
,

つ い に は忘
n Sl

れ られ た と言わ れ る
,

と o

こ の 保持お よび忘却 の過程 は
,
結局 の と こ ろ, 学

習過程を特徴づ け るr 包摂J 過 程の 同 一 の局 面と み な

され て い るわけ で ある
.
そ して

,
オ ー ズ ベ ル に お い て

は
, く忘却 ンと は

, 新 しい 知識内容が
,

既有の 概 念

にr 包摂J さ れ て い く た め に
,

そ れ だけ を と り出す こ

とが で き な く な る現象だ
,

と み な さ れ て い る わ け で

ある o

第 二 章 教授方略として の r先行オ
ー ガナ

イザ
ー

J

r 認知構造 に意 図的に影 響を与 え て
, 有意味 学習

と保持を 最大限効 率的 に す る と き
,
私た ち は教 育の

11tl ,

過程 の 核心 に到達 し て い る の だ oJ

r 本書で 勧め られ て い る ア プ ロ ー

チ は
,

既存 の 認

知構造 を効率的に 操作 して 有 意味 な政和UJ 阜 習と 保
3此r

持を最大限, 効果 的にすることに大 い に 依存してい る oJ

学習過程の 制御 と促進 に 関す る
,

オ
ー ズベ ル の 基
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本的な 考え方 は
,

上 の引用 に み ら れ る と お り
, 特定

個人 の 認知構造 に な ん らか の影 響を 与え る こ と に あ

る . こ の 考え 方は
, 学習 者の既 有の 知 識を

, 新 し い

知識習得の た め のr 受容の枠組J と し て重視す る 考え

方 に
,

もとも と含意さ れ て い る もの で ある o こ の 考

え 方をよ り現実化す る た め の 枠組が
, 前章 に 掛ナ る

卜包摂J の 理論で あり
,
ま た

, そ の 現実的な方略が
,卜先

行オ ー

ガ ナイザ ー J の 使用 とい う教授方略で あ る o

1 . r学習J を促進 す る要因

す で に言及 し た とお り, オ ー ズ ベ ル によ れ ば
, 学習

と は
, 新し い 知 識が

, そ の 関連す る既 有の 認知 構造

内の
, r より 包括的な 諸概 念ま た は概念体系J の もと

に卜包摂J され て い く こ とで ある . こ れ らのr諸概念J

ま た はr概念体系J は, オ ー ズベ ル の 理論で は
,

く り

返 しく り返 しr包摂諸概念J くs u b s u m i n g c o n c e p t s J

卜包摂体J くs ub s u m e r l と言 い 換え ら れ て い る . そ

して
,

オ ー ズ ベ ル に お し1 て は
,

こ の卜包摂体J 卜包摂

諸概念J が学習と保持過程 に 影響 を与え る 重要な 要

因とみ な され て い る o

■ ■ ■ ■ ■ t ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

r 認知構造内で, 適切 に関連す る よ り 包括 的な 諸

概念が 使用さ れ
,

そ れ が包摂の 役割を果 し た り 概念

的足場を長供 し得る そ の 度合に応 じて
, 新 し い 観念
0軸

や情報が 効果的に 学習され 保持 さ れ る oJ

こ の 意味か らン
,

オ ー ズベ ル の 理論で は
, 学習 と保

持過程に影響 を及ぼ すr変数才と して
, 次の もの が あ

げ られ て い る . い ずれ も, 卜包摂諸概念J 卜包摂体J

に 関与す る変数で あ る
0

.

9

f 以下, 憎 摂諸概創 と 一

括す るol

くけ 卜使用可 能性J くa v ai l a b ili t y l の 変数

C 2J r 識別可酸性J くdi s c ri m i n a bilit y l の 変数

t31 卜安定性と明噺性Jくst a b ili ty an d c l a rity l の

変数

川 r使用可能性J の変数と は
, 新し い 知識を学習

する さ い
,
学習者が

,
そ のr包摂諸概念J を効率的

ま た は効果 的に再生させ 活用 しう る か否か , と い

う変数 で ある o 新しい 知識 の 習得に関連 す る 適切

なr 包摂諸概念J が 認知構造内に あ る か 否か
,

と い

う変数とも い い 換え ら れ る o

W r 識別可能性J の 変数 と は
, 新しい 知識内容が

,

どの 程度明確な 意味上 の 差異をも っ て 卜包摂諸概

念J か ら識別 し得る か 否 か
,

と い う 変数で あ る
o

こ れ は
, た ん に卜包摂 諸概念J に の み 関連す る 変数

で は な く
,
む しろ

, 新 しい 知 識内容とr包摂諸概念J

との 相互関係に お い て 定ま る 変数で ある o もちろ

ん
, 学習 者が即座 に

, 適切 な卜包摂諸概創 を砥用

し得な い な ら,
こ の卜識別可能

J

EEJ 変数 の 問 熟ま
,

も と も と生 じな い o こ の 意味で
,

こ の 変数 は
, 上

記く11の 変数に 関与 し
,

ま た 同時に
, 次の 変数にも

関与 して い る o

t 31 r 安定性と 明噺胤 の 変数 は
,
r 包摂諸概創 が

,

認 知構造の な か で
, どの 程度明噺な 意味を有して

い る か
,

ま た どれ だ けの 期間明噺な 意 味を有し続

けて い る か
,

に関 す る変数 で あ る
o r 包摂諸概創

が 明噺で な く
,

そ れ ゆえ 適切 な 意 味を もち得な い

な ら
,
そ れ だけ上 記く2 ゆ変数が減少することに な るo

2 . 教授方 略と して の r 先 行オ ー ガナ イザ ーJ

オ ー ズ ベ ル の 提唱 す る教授方 略は
,

上述 の 考察か

ら直接 に導か れ て く る o そ れ は
, 卜先行 オ ー ガナイ

ザ ー J くad v a n c e o r g an i z e r l と呼ばれ る 一 種 の導入

教材の 使用 で ある o
こ れ は

, 本時の学 習 内容に 先だっ

て 提示さ れ る も の で ある o 卜先行オ ー ガナイザ ー

J の

使用 と い う教 授方略は
, 基本的に は

, 卜包摂諸概創

を学習 に先立 っ て 提示 す る こ とを意 図 す る もの で
,

こ れ に よっ て
, 学習 と保持過程の 効果 的な促進 が期

待さ れ て い る も の で ある o オ
ー ズ ベ ル は

,
こ の教授

方略を, 次 の よう な 考え の も と に正 当化 して い る
o

学習者がト包摂諸概念J を適切 に活用 しう る こ と は

考え ら れ う る こ と で は あ る が
, 卜学 習 内容と教授技

術に 精通 し て い る 人と 同 じく 効 果的に そ れ を即座 に
GZIJ7

活用 くi m p r o v i s e l しう る と は 考え られ な い
oJ と

o

さて
, r 先行オ ー ガナイ ザ ー

J の 特質に つ い て は
,

オ ー ズ ベ ル は
, 次の 点を強 調 して い る o す な わ ち,r先

行オ
ー ガナイ ザ ー

J は
,

つ ね にr よ り 高い 抽 象性
,

一

郎

般性
,
包括性 の レベ ル で提 示 され る .J と o

卜先行オ ー ガナイザ
ー

J が そ の 内容構成の 点で
,

普

わ だ 1
1

た 特質をも つ べ き もの で あ る こ と は い うまで

も な い
o

そ の特質は
, 比較的に 断片的に しか 語られ

な い が
, 概 して

, 次 の 三 点 に要約で き る
o

まず, 第 一 に
, r先行オ ー ガナイザ ー JLま

, 新しい

学習 内容が
, 認 知構造 と い うr 受容の 枠組J の な か の

,

どの 概念 群に 関係す る か を示 し
,

い わ ば
, 学習者の

既有 の 知 識構造 の ど こ に位置づ くか を
,

明確 に示す

も の で な けれ ばな らな い
. そ れ は

, 卜包摂J の し易さ

を保障す る た めで ある と 同時 に
,

既存の 認知 構造の

組織的性格を 一 層強化 す る た め の 条件とも 考え られ

て い る
.

オ ー ズ ベ ル は
,

こ う し た 見地 か ら, 卜諸学 問の な

か に あ っ て き わ め て 幅広 い 一

般性 と統合的性格を

-
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D . P . A u s u b el の 教授方略と そ の 論理

もっ た組織力お よ び説明力の あ る諸原軌 卜諸概創
e ヨ

の多用を強調 して い る
o

こ れ は
,

い わ ば
, 物理学に

ぉけるr エ ネ ル ギ ー J や r 刈 , r 密度J r 比 劃 r 重力

の法則J ,
生物学 に お け るトホ メ オス タ シ スJ 卜走性J ,

化学に お け るr 結創 な ど の
,

い わ ゆ るr 学問の 基本
脚

的な諦観念Jくfu n d a m e n t al id e a s of a di s ci p li n e l を

反映する卜科学 的諸概念J の 多用 の 強調 とみ な す こ と

がで きる o
しか し

,
こ れ は, オ ー ズ ベ ル が

, 教科学

習に強く傾斜 し て述 べ て い る に す ぎな い
o

こ う し た

概念,
用語使用 の 問題 は

,
そ の後 に学習 さ れ る内容

や学習者の 既習事項 に 関与す る こ と が ら で あ り
,
当

然の こ と な が ら
,
r 先行オ ー ガナイザ ー J の な か に用

い られ る 諸概念
,

用語は
, 学習 者の 既 に習 得し て い

る諸知讃乱 語 い
, 概念の 中か ら慎重 に 選 ばれ な けれ

ばなら な い
,

と さ れ る o r しか し な が ら
,

先行オ ー

ガナイザ ー は
, 有益 で あ る た め に は

, 学習さ れ うる

もの で な けれ ば な らな い の は 明 らか で あ っ て
,

な じ
. . . , . . 帥

みのある 用語で 述 べ ら れ な けれ ばな らな い
oJ と語 ら

れ てい るo く強調点 一 引用者l

上記の条件は
,

比較的に内容構成 に お け る 用語使

用に関連 する もの で あ る o
こ れ に 対 し

,
第二 の 条件

紘
, r 先行オ ー ガナイザ ー

J の 内容構成の より
- 般的

な方向を示 すもの で ある
o

. 通常, 教室 に お い て扱 わ れ る学 習 内容は
, 基本的

には
, 諸概念 や事実, 事例, 情報な どか ら成 る と こ

ろの
,

い わ ば複合的な性格を も っ て い る
o r 先行オ ー

ガナイザ ー

J は
,

そ う し た内容の 学習 の し易 さ を目

的とす る限 り
,

そ れ ら の 内容自体の 個々 の 事項相互

の 関係性,
全体と し て の ま とま り を明 らか に す る こ

とが求め ら れ る . こ れ が第二 の 条件 で あ る
.

オ ー ズ

ベ ルは
, 次 の よう に 述 べ て い る

o

r 先行オ - ガナイザ - の 実質的内容 は
,

そ の 後に

提示され る 学習内容を 説明 し統合 し
,

内 部的関係づ
C 5I

けを与え る 適切性 にも とづ い て 選 ばれ る
oJ

こ の 第二 の 条件 は
, r 先行オ

ー ガナイザ ー

J の 構成

に関す る
,

よ り 現実的な 観点 を提示 し て く れ て い る

が
, オ ー ズベ ル は

,
こ の 条件 に つ い て こ れ 以 上多く

を語っ て は い な い
o

さ ら に
, 第三 に

, r 先行オ
ー ガ ナイザ ー J は

, 次 の

ような内容上 の 特質をも つ べ き も の と さ れ る
o

す な

わ ち
, 学習者の 認知 構造内の 関連あ る 諸概念 と, 釈

しい 学習内容に含ま れ る諸概念
, 情報と の 間 の 主要

な類似点と差異点を 明確 に 示すも の で な け れ ばな ら

ない
, と い う こ と で ある

o オ
ー ズ ベ ル は

,
こ の 第三

の 条件 を r統 合的 調 整 の 原 理J くp ri n ci pl e of

i n te g r a ti v e r e c o n cili a ti o n l と 呼び
, 教材構成

一

般

の 原理と み な し て い る
o

こ の 原理 の 提示 は
, 先述の

卜識別可能性J 変数の う ら が え しの提案に な っ て い る

と同時に
, オ ー ズ ベ ル が 次の よう な 認識をも っ て い

る こ とを意味す る
o す な わち

,
学校に お け る教 材の

学習 は
, 相互 に 関連 す る

一 連 の 内容や概念か ら成 り
,

い わ ば系列的学 習 くs e q u e n ti al l e a r ni n g l の 形をと

る
, と い う 認識 で あ るo オ ー ズ ベ ル は

, r統食的調

整 の原理 は
,

一 連の 順序で提示 さ れた 連続す る 諦観

念 間に おけ る
, 主要な 類似点と差異点を強調 し,

か

つ 両者間の 現実また は見 か け上 の矛盾を調整する た
細

め の ものJ と述 べ て い る o

こ の最後の 条件 は
, 上記の 二 条件に し たが い な が

らr 先行オ
ー ガナイザ ー J を構成 する さ い の

,
も っ と

も現実的な 観点を示すも の と考え られ るo い ずれ に

しろ
,
こ れ ら の 三 つ の 条件す べ て が具備さ れ ると き

,

そ こ に
, r 先行オ ー ガナイ ザ ー

J が構成 され た
,

とい

う こ とが でき る o

r 先行オ ー ガナイザ ー

J は
,

そ の使用計画 に お い て

も特筆 すべ き こ と があ るo そ れ は
,

あ る学習内容を

数時単位に 分け て教授 し よう とする 場合の こ とで あ

る o ま ず
,

学習内容の 全体を事前に包括度の 高い も

の か ら低 い もの へ と 順に漸移す るよう に 区分 し配列

して おき
, そ軌 らの 学習内容に そ れ ぞれ 対応 す るr 先

行オ ー ガナイザ
ー

J を構成 し使用す る
,

とい う もの

で あ る
o

こ の場 合, 学習内容が
, 順次, 包括度 の 高

い も の か ら低 い も の へ と配 列 さ れ る こ と に対応 し

て
, そ こ に 用意 され る

一 連のr 先行オ
ー ガナイ ザ ー J

ち
,
順次

,
包括度の 高い もの か ら低 い もの へ と 漸移

して い く もの と な る o そ れ ぞ れ の 学習内容に 対応 す

るr 先行オ - ガナイザ -

J が
,

そ れ ぞれ
, 当の 学習内

容より もくよ り 抽象的
,

一 般 的
,

包括的ンな 諸概念

と内容で 構成さ れ るも の で あ る o

こ の 使用計 画に関する 提言 は
,

学校 に お け る 教科

の 内容が
, 通 常, 数時限か ら な る 単元構成 の 形を と

る こ とか ら
,
か な り現実的な観 点の 提言 で あ る o オ ー

ズベ ル は
, 次の よ う に 語っ て い る o

r 教材の編 成くp r o g r a m i n g o f s u bj e c t m a tte r りこ関

する 漸進的分 化 の 原理 は
,

そ の 系列が層状を成 す
-

連 の オ
ー ガ ナ イ ザ ー C a hi e r a r c h i c al s e ri e s of

o r g an i z e r s l を 用 い る こ と に よ っ て 生か さ れ る
o

そ

して
,

そ れ ぞ れ の オ
ー ガナイ ザ ー は

,
そ れ に 対応 す

ごT
L

る 詳細 で 分化 し た学 習単位 に そ れ ぞ れ 先1 T う る
oJ

く強調 点
一

引用者1

こ れ ま で の 叙 述 か ら 了解 さ れ る こ と だが
, r 先行
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オ ー ガナイザ
ー

J は
,

い わ ゆる く要約
.

概観ンと は

か なり 異な る性格の もの で ある o こ の 意味で, く要

約 . 概観ンを学習内容 に先だ っ て提示す る こ と は
,

r 先行オ
ー ガナイザ ー

J の 使用 を意味しな い も の と考

え られ る o

通常, く要約
.

概観ンは
,
そ の 後に 提示さ れ る

一一

本

文
,
,

ま た は
.一

学習内容
,,

の な か の
,

さ はど重要 で な い

要嵐 た と え ば周辺 的な論点や考え, 概念な どを省

略さ せ て お り,
そ の 結果 ,

-

種の く内容の 抜革ンの

形式 をと る こ と が多 い
.

そ こ で は
,

む し ろ
,

重要な

概念や 論旨が,

4 1

本文
, ,

に 記され て い る こ との く り返

しと し て強調 さ れ る こ と が多い
o

こ の こ とは
, く要

約
.

概観ンが
,

-.

本文
, ,

の 内容と同
一

水準の く抽象性,

-

般性,
包括性ンの 用語と内容で記され て い る こ と

を意味する o ま た
,

そ こ で 使用 さ れ る用語は
, 読者

の 熟知度 に関わ り な く用 い られ て い る
, とみ な す こ

とが で き る
.

こ れ に対 し
, r 先行オ ー ガナイザ ー

J は
,
学習者の

な じ み の ある 用語で 語ら れ る べ き で あ る こ と
,
ま た

,

学習者の既 有の 概念と学習予定の 新し い 概念と の 間

の 主要な 差異点
,
類似点を意識的に 明 ら か に する こ

と
,

な ど, く要約 . 概観ンと か な り 異 な る 性格の も

の で ある o とり わ け, 学習者の な じ み の あ る用語で

語り, また
, 学習者の既 有の 概念と新しい 概念との

間の 主要な類似点,
差異点を語ろうと する こ と か ら

,

それ だけ
, r 先行オ ー

ガ ナイザ ー

J の 記述 レ ベ ル が

く抽象的,

一

般的, 包括的ン に な る もの と考 え られ

る
o

オ
ー ズ ベ ル 自身も ,

く り 返 し
, r先行オ ー ガナイ

ザ ー J とく要約 . 概観ンの 遠い を強調し て い るo そ

の 要点は , 両者に お け るく抽象性
,

一 般性
,
包括性ン

の 水準の 差 に あ る
, とさ れて い るo

r 先行オ - ガ ナイザ -

J の こ の特質に関連 し, オ ー

ズベ ル の 次の 一 文は
,
重要な 意味をも つ もの と思 わ

れ る o

rく先行オ
- ガナイザ -

の1 適切な 包括性の レ ベ ル

と は
, 学 習行為く1e a r ni n g t a sk いこ伴な う概念 規定

くc o n c e p t u ali z a ti o n l の 程度 に 可能な か ぎり近 似し

て い る レ ベ ル と 定義さ れ ようo

. . . . . . もち ろ ん
,

学習

者の 認知 的背景 の な か で
,

そ の 主題 が 全体と して ど

の程 度分 化くdiff e r e n ti a ti o n H J て い る か
,

そ の 程度
e由

に比 例し て の 話だ が . - . . . .

o J

く抽象的
,

一 般 的
,
包括的ンで あ る こ と が

, r 先

行オ
ー ガナイザ -

J の 条件と し て
, 無条件 に勧め ら

れ て い る の で は な い
o 新 し い 知識内容に 関わ る

, 特

定学 習 者の 既有の 知識分野 の r 分化J くdiff e r e nti a
.

ti o n ン の 度合に密接 に 関連す る こ と が らで あ る
o

第 三章 教授方略の 論理

前 章で そ の 特質を 明 ら か に し た 卜先 行オ ー

ガナイ

ザ -

J と は
,

い うま で も な く
, 学 習と 保持過程の促

進 の た め に 構成 され る も の で ある o しか し
,

それ が

実際 の 教材 に関 わ っ て
, 具体的に ど の よう な頬の も

の か
,

ま た
,

どの よう に して 構成 す べ きか
o その実

例 お よ び客観的な 構成手順 など は
,

オ
ー ズベ ル にお

い て
, 今の と こ ろ 明 らか に さ れ て い な い o わ ずかに

r 先 行オ
ー ガナイザ ー

J の 効果性に 関す る オ ニ ズ ベ ル

自身の 実験 レポ - トの な か で, 次の 二 種 のr先行オ ー

ガナイザ
ー

J が 区別 され
, 紹介され て い る に すぎな

い
.

そ の 二 種類と は
,

一 つ は
, r解説オ

ー ガナイザ ーJ

くe x p o si t o ry o rg a ni z e r l と呼ばれ る もの で
, 他は

,

r比 較オ ー ガ ナイザ ー

J くc o m p a r a ti v e o r g a ni z e r ほ

呼ばれ る も の で ある 口 前者 は, 学習 者が全く未知の

くc o m p l e t el y u n f a m ili a r l 知識内容を学習 する さ い

に構成さ れ 提示 さ れ るも の で
, 後者 は

, 学習すべ き

知識 内容が
, 学 習者の 既 有の 知 識内容に類似して い

る こ と が ら で あ る と き に用意さ れ る も の
, と語ら れ

Gf91

て い る o

し か し
,

そ れ らの 実験 レポ ー トに お い て も
, 卜先

行オ ー ガナイザ ー

J の
. 一

実文
, ,

は 示 され ず, たん にそ

の 内容の 概略が語られ る に と どま る o

こ う し た こ と か ら
, r先行オ ー ガ ナイザ - J の 使用

と い う オ ー ズ ベ ル の 教 授 方 略 に 関 わ り
,

そ の ア プ

ロ ー

チ を疑問視 し た り
,
批判 した り

,
さ ら に は

, r先

行オ ー ガナ イザ -

J の効 果性 を全 く 否定 しようとす
8 0I

る 論者も少な く な い よう で あ る . た と え ば
, r もし

そ れ がうま く 機能 す る な ら
,

そ れ は
, 先行オ

ー

ガナ

イザ ー

で あ り
,

も しう まく機能 しな い な ら先行 オ
ー

O IJ

ガナ イザ - で は な いJ と い う H a rtl e y ら の 批判は
,

そ う し た批判の 中で
, も っ とも厳 し い もの の 一 つ で

あ る
. ま た , r 先行 オ

ー ガナ イザ ー J の 構成法 に関し

て 述 べ ら れ た次の 見解も
,
或 る意味で

,
標準的 な見

解を 代表 して い る と い え る か も しれ な い o

r どう し た ら 良質 の 先行オ
ー ガナイ ザ

ー を作れる

の か は明 らか で は な い
o 学 習す べ き教 材自体より

,

す な わ ち主文より は
,

一

般性, 包 括性な ど の点でよ

り 高次な性質を備 え る よ う に 作れ と は い わ れ て い る

が, どう書 け ば こ の 条件を満足 で き る か と い っ た処

方篭は な い
o 有効 な 先行オ - ガナイザ - を作 る の は

,
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い まの と こ ろ ア
ー トで ある oJ

しか し, r 先行オ
ー ガナイザ 1 が

, 具体的 に どの

ようなもの か に関 して い え ば
, 前章で 明 らか に した

こ とがら以上 に は 詳述 し得な い 性格の もの と理解さ

れ るペ き で ある
.

な ぜな ら , そ の 具体の 姿は
, オ ー

ズベ ル自身も 語る と お り
,

な に よ り も
,
r 学習内容

の特質,
学習者 の 年令, 学 習文章 に関 し て学習者が

事前にどの程度
,
熟知 して い る か

,
に 依存す る か ら

帥

であるoJ

む し ろ , r 先行オ ー ガナイザ ー J の 内容構成に 関わ

る詩条帆 そ の具備条件に 反 映さ れ て い る限 り で の

オ ー ズベ ル の 考え 方,
そ し て

,
そ れ が導か れ て く る

学習 一 保持に関す る彼の 説明枠組み に正 し く依拠す

るこ とによ っ て
, r 先行オ ー ガナイザ ー

J の 使用と い

う教授方略に 託さ れ た 彼の教授学的見地 が正 しく生

かされ ると み な す べ き で あ る
o

そう した点か ら述 べ る な ら , 彼の教 授学 的見地 は

そのうわ べ 上の 難解さ と裏腹に
,
部分的な い しは 基

盤的に は
,
素朴な認識論 に依拠 し て い る と み な す こ

とは
,
まず適切 なよう に 思わ れ る o

たと え ば
.
卜先行 オ ー ガナイザ

ー

J の構成に 関す る

r統合的調整 の原 理J に し て も
, 要す る に

, 学習者 が

すでに習得 して い る諸概念 と,
こ れ か ら学習す る予

定の概念との 主要な 類似点と差異 点とを概略的に提

示する
,

とい う こ と に すぎ な い
o そ れ は

, 波多野が

い うように概念間 のr 種差J を 明確 に 示 す と い う 提案
O 4I

にすぎない よう に 思 わ れ る
o

また
,

ト 連 の 層 状オ ー ガナイザ ー

J の 使用 と い う

提案に 関して も
,

そ の 依っ て 立つ r 漸進的分化の原

理J そ のも の は
,

こ れ もま た , 或 る意 味 で 素朴な認

識論を表すもの で あ る. 杏,
正確 に い え ば

,
こ の原

理は
,

オ ー ズ ベ ル 自身の素朴な 認識 論の 表明 な の で

あり
,

すで に 述 べ た く認知 構造 の 組織特性ンは , 彼

のそ う し た 認 識論 に よ っ て 仮 定 さ れ て い る も の で

あっ た わ けで ある
o オ ー ズ ベ ル の そ の 認識論は

,
吹

の よう に定式化 し て述 べ る こ とが で き る
o

す な わち
,
我々 が 未知 の対 象

,
知識を把握 す るさ

い
,

そ の対象
,

知識 が既有 の 知識 の どの 方面に 関連

するか を
,

より 包括的で
一 般 的 な 観念

,
概念群で と

らえ
, 順 汎 包括性の 低い 観念, 概念 群 へ と移行 し

つ つ
, そ の 対象, 知識 の よ り特殊 で 細か な 側面を認

識して い く
,

とo

先述した 認知構造 の 組織の 特徴に 関連 させ て 換言

する な ら
, 次の よう に い え ようo

すな わち
, 新 し い 知識が学習者の 認 知構造 の どの

領域や分野 に 関連する か を
,
ま ず認知 構造と い うr層

構造J の 上部 に位置す る
,

よ り包括的で 一 般的な観

忠, 概念群で 把握し,
しだい に より下部に ある 包括

性の 低い r 二 次概念J や r 情報的資料J に 照 ら しな が

ら
, その 知識 の 細か で 特殊な 側面を認識 す る, と o

こ れ は
,

オ
ー ズ ベ ル 自身の 素朴な認 識論の 表明で

ある と同時に
, 我々 自身に と っ て も容易 に理解で き

■

る もの で も ある
o

たと え ば
, 何か あるく今野ンの 主

題 を知ろうと す るとき, そ の 内容がく歴史の 分野 の

テ
ー

マ な の か, 政治に 関す る トピ ッ ク な の か
,

あ る

い は
, 文学 , 芸術に関す る題材が救われ て い る の か ン

と
, 我々 は

, す で に 聞 き知 っ て い る比較的に 包括的

な観念
,
概念, カ テ ゴリ ー

で そ の く主題性ンをま ず

把握 し, そ れ か ら徐々 に そ の内容の 特殊で詳細 な側

面考認識 し, 内面 化 し て い く こ と は
,
我々 の 無意識

の うち に行な っ て い る こ とで あ る か らで あ るo お そ

らく 唐突に
, く特定の歴 史時代の ある政変や人物ン

の 特殊 で詳細な内容を聞か され る な ら
,
我々 は, む

しろ
一

種の 認知的混 乱に 陥い る の み で あろう o

. こ の こ と か らい え ば
,

たと え ば, r 石炭,
オイル,

ガスJ に つ い て学習をす すめ る さ い
, くい ろ い ろの

もえ るも の の 話で す よンとい う導入を行な っ た 方が

判り易 さ が 高められ る
,

とい う波多野 の示 す例は,

く均

適切 に嘩われ る o
こ の例を, 先述の r統合的調整 の

ゼ

原則 七敷街させ る な ら, 学習者が日常慣れ 親 しん

で い る
,

そ の 他のくもえ るも の ンとどん な点で
, 効

率的か
, 経済的か

,
ある い は便利な の か

,
そ の 主要

な 類似点, 差 異点を付加する な ら , より
一

層 , 学習

の し易 さ が促進 され る こ と は十分考え ら れ る
o

こ こ

に お い て
, くも え る もの ンと い う語は

, 厳密な 意味

で は た ん な る カ テ ゴ リ ー とも考え られ る が
,

き わ め

て包括 的な
一 種の概念で ある と い う こ とが で き る

o

こ の 意味で,
こ の語は

,
オ

ー ズ ベ ル の い うr 包摂概念J

で ある と考え ら れ る
o

こ こ に お い て , そ の 導入時の く解説ンが
, 学習者

の 既有の 知 乱 概念と の 間の 主要な 頼似点と差 異点

を示し
, 全体と し て

,
次 に提示 さ れ る 知識内容の 概

観を与え て い る な ら . そ れ は 一 種の r 先行オ
ー ガナ

イザ ー J と し て機能 して い る , と い う こ と が で き る
.

もち ろ ん
, くも え る も の ンとい う用語 が 良い か

, く燃

料ンが適 切か は
, 学習者 の 既有の 知識

,
お よび

, 翠

習計画 と の 対応の う え で 定ま ろ う o

こ の よ う に考察す る な ら
, r 先手了オ

ー

.ブナ イザ ー J

の 使用 に託 さ れ た オ
ー ズ ベ ル の 教授学的見地 は , 第

一

に
,
学習 者の 既 に な じ み の あり

, 同時に 新 しい 学

-
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習 内容に 関連 ある 観念 , 概念を可能な か ぎ り 活用 す

る こ とに よっ て
, 学習 の し易さ と教材 の な じみ を高

めよう とす る点 に あろうo そ れ は
, 学習者 の 認知構

造内の
, より包括的な 観念

,
概念を活性化さ せ

,
こ

れ か ら行な わ れ よう と す る学習 の 過程 を事前に 組織

して お く こ と を本質と して い る
,
と考え られ る . r 先

行オ ー ガナイザ ー

J の 性格 に 関す る オ
ー ズ ベ ル の 次

の 文章が
,

そ の こ とを物語 るo

r 先 行オ ー ガナイザ
ー

は
, 学 習 者 の 既 有 の 知識

を 用 い て
, 新し い 教 材 の な じ み と 学習 の し 易 さ

O 61

りe a r n a bili ty l を高め る もの で ある oJ

r 先 行オ ー ガ ナイザ ー

は , 学習者 の 認知構造 内に

既 に習 得さ れ て い る適切 な 包摂 諸概念の い か な る も

の を も導き 出 し動員さ せ て くm o bili z e J ,
そ れ ら を

8刀

包摂体に す るの で ある oJ く強調 点 -

引用者I

しか し
,

オ ー ズベ ル の 教授学的見地 をそ の点 に と

ど めて しまうの は正 し く な い よう に思 わ れ る o

オ ー ズ ベ ル の 教授方略に 潜む もう 一

つ の 教授学的

見地 は
, r諸概念J くc o n c e p ts l と い う もの の もつ

,

いわ ば駕組織的機能舞に 注目 し, そ の 着想 をみ ずか

らの 教授方略に お い て 具体化し よう と した こ と に あ

ると み な す こ とがで き る
o

そ れ 峠, 次の命題 に
一

括

す る こ と がで き るo す なわち, く知識は
, 認知構造

内の 適切 な 諸概念の 文脈に 巧み に 位置づ くと き
, よ

り 迅速に学習さ れう るンとo

オ ー ズペ ル 自凱 次の ,よう に言う.

r特定学問の 細か な知識 はくd e t ail s I
,
安定 した

一

般的な概念, 原理 か ら成る 文脈上 の枠組の なか にう
0 ゆ

まく 適合すれ ばす る だけ, 迅 速に学習 さ れ う る
oJ

オ ー ズ ペ ル の こ の 考え は , T r a v e r s が次の よう に

適 切 に 評価して い る
o

卜諸概念 は孤立 して 教え ら れ て は な らな い . そ の

け
- ズベ ル のン基礎的な 考え方 は

, 生徒が ある 新 し

い 概念 を学習 する た めに は
,

そ の 概念をそ の な か で

形 成す る た め の 枠組が与え られ そ の準備が 構 じ られ

る べ き で あ る
,

と い う こ と に あ る o こ の 主張 は あ る

概念 を孤立 して 学習す る こ と は学習 の 価値を制約す
掛

る
,

と い う 点に あ る
oJ く強調 点 一

引用者1

通常, 諸概念 は
, 複雑な 環境を数少な い カ テ ゴ リ -

に 輝元 して い く 一 つ の 手段 と み なされ
,

ま た そ の よ

う に定義さ れ て き て い る
o

こ れ に対 し, 近年の 学習

心理 学の動向で は
, く概念 ンの も つ 記憶代理機能が

新た に 見 直され
,

そ れ を積極的に教授 二 学習論の視

点 と し て 生 か そ う と す る こ と が試 み ら れ て き て い

る o た と え ば
, 次 の よう に 語ら れ る こ と が

- 般的で

ある
o

ト 般的また は基 本的な 諸原 理 を学 習 すれ ば
, そ

れ は
, 記憶の 喪失が 全体の 喪失に な ら な い で

, 残っ

て い る記憶が, 必 要時に細か い 部分 を再構成でき る
tIOI

よ う に保証す る こ と に な る
oJ

しか し
,

オ ー ズ ベ ル の 見地 は
,

こ の よう な見地す

ら
,

は る か に 越え て い るo こ れ か ら学習 し ようとす

る 知 識, 概念 の位置づ く べ き 文脈 と そ の 位置を事前

に 明 らか に し
, 同時に

, 新 し い 知識, 概念と学習者

の 既有の 諸概 念との 間の 主要な 類似点と差異点を示

す こ とに よ っ て
,

そ の 後 に行な わ れ る学習の 過程と

保持 の 過程を効果 的に促進する こ と o こ れ がオ ー ズ

ベ ル の 第二 の 教授学的見 地 で あ る
,

と考え られ るo

そ して
,

こ こ に お い て も
, 学習 者の 既有の 諸概念の

活用 が考え ら れ て い る こ と は い う ま で も な い
o

こ う し た解釈は
,

オ ー ズ ベ ル の 見地 を
, 概念の学

習 の 領域 に ひ き寄せ す ぎる き ら い が あ る に して も
,

彼の教 授学的見 地 と矛 盾する も の で は な い o

総括す る な ら
, 学習者の す で に 習得 し て い る 知識

そ して 概念を多用 する こ と に よ っ て
,

そ の後 に行な

われ る学 習と保持の 過程 を事前に組織化し構造化す

る こ と
o

こ れ が, r 先行 オ
ー

ガ ナ イザ ー J の 使用と い

う教授方略に お け るく教 授の 論理 ンの 核心 で ある
,

と言え よう o

最後 に
, r 先行オ

ー ガナイ ザ ー

J の 効 果性に 閲し
,

オ ー ズ ベ ル の 実験 レポ ー ト で 報告 さ れ て い るく学

習B 上 の メ リ ッ トを あげて お こ う .

そ れ ら の研 究で は
, r 先行オ - ガナイザ ー J が言語

能 力 の 優れ た 学習 者に対 し て よ り も, よ り劣っ た学
削J

習者に 対 して 促進 効果 が あっ た こ と
, ま た

,
抽象的

で 概念 的 な学 習内容より も事実的内容の 学習 に対し
叩

て 促進効果が あ っ た こ と
,

な ど が報告さ れ て い るo

こ れ らの 報告と とも に
, 次 の よう な 報告も興味を引

くも の で ある
. す な わ ち

,
r 先行 オ

ー ガナイザ 1 が

学習 す べ き知 識内容と学 習者の 既有の 知 識と の 間の

詳細な類似点と差 異点を述 べ な い が た め に
, 個々の

学 習者 は
,
両 者の知 識 内容の お お ま か な 混同 に対応

して
, 自分 な り に そ の 両方 の 知 識内容の 細か な類似

点と差 異点を知 ろうと す る構え
,

態 度を と る傾向が
尽31

あ っ た
,
と い うo

ま た
, そ の 同 じ実験 レポ ー トで は

,

関連す る既有の 知識が もとも と明確で ある 学習者に

対 し て よ り も, 不 明確で あ っ た 学習 者に対 して, よ
H 遡

り 大 きな 促進 効果 が 認 め られ た
,

と報告さ れ て い るく
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D . P . A u s u b el の 教授方略とそ の 論理

お わ り に

オ - ズベ ル の 教授 二 学習理 論の背後に 流 れ る
一

つ

の基本命題 は
, 次 の よう に 言え る も の で ある

. すな

わち, く学習 ンは
,

つ ね に
, 学習 者個人の 既有の 知

識との関わ り で 営まれ る
,

と
o

こ の 基 本命題 をオ ー

ズベ ル独 自のr 包摂J 理論 へ と発展 さ せ
,

そ れ に密接

に依拠して 提起 さ れ る教授方略 が
, 拙稿で とり あげ

たr先行オ
ー ガナイ ザ - J と い う 一 種の 導入 教材の使

用であ るo

拙稿で は
, 最初に そ のr 包摂J 理論を解明 し

, 次 に
,

性行オ
ー ガナイ ザ ー J の 構成条件, 内容条件さ ら に

,

その教授方略に 託さ れ た オ ー ズ ベ ル の教 授学的見地

を明らか に し た o しか し
,

な お
,
卜包摂J 理論とオ ー

ズベ ル の教授学的見地と の 関係の 解明 は
,
若干不十

分なもの とな っ た . そ の 解明 お よ び考察は
,

次回 に

重ねぎる を得な い
Q

ま た
,

オ ー ズベ ル の先述の 基本命題 に正 し く依拠

しようとする な ら
,
今後, 具体的な 教科内容と の関

わりでr 先行オ - ガナイザ - J の 構成 手順 を明 ら か に

して い く こ と
,

お よび
,
r 先行オ ー ガナ イザ ー J の 効

果性に関す る実験 レポ ー トの
,

広範 な レ ビ ュ
ー を行

うこと
,
が求め ら れ る

o
い ずれ も

, 今後に 期 した い
o

く注I

u l オ
- ズ ベ ル の 教授 二 学習理論 は , オ

ー ズベ ル 自身の 諸著

作で は
,

り

m e a n i ng fu l r e c e p ti o n le a mi n g
-
,

お よび
一一

m e a ni n gf ul

v e rb al l e a r ni n g
,
,

が併 用さ れ る
o

わ が国で は
, r 意味的受容学

習J , r 有意味言語学 習J と呼ばれ紹介さ れ る ことも少な く な

く
, 額介によ っ て は たん にr 有意味学習J とす る ものもあ る

o

t27 オ ー ズ ベ ル の 次の 著作 の な か で は
, 若 干 , 教科 内容 ,

と

り わ け算数
,

数学教科 に 闘わ っ て
,

そ の 理論の 展開 が試 み

られて い る
o

D . P . A u s u b el a n d R o bi n s o n , F G .こ S c h o o I L e a r nin g
- A n

I nt r od u cti o n t o E d u c atio n al P sy ch ol o g y . 1 96 9 , H olt
,

Ri rL eh a rt 及 W i n s t o n
,
I n c .

t31 長谷川 栄卜現代の 教授理論J 教 師養成研 究会r 教育 方法

- シス テ ム ズアブ ロ
ー

刊 197 5
, 学芸図書 所収 , p . 32 .

糾 オーズベ ル の 理論 の 紹介と して は
, 次 の もの が 割に 包括

的な紹介とな っ て い る
o

河井芳文r意味的受容学習J 波多野 完治他 監修r 学習心理

学 ハ ン ドブッ クj 1 96 8
,

金子書房 所収 .

梶田正己 r 知識獲 得と有意味学習J 北尾倫彦編 r 学習の心

剖 1978
, ミネ ル ヴァ 書房 所 収

く51 JF 記の拙稿 で
, 部分的 に試み た こ とが あ る が

,
r 先行オ

ー

ガナイザ ー

J の 明確 化が中心 とな り , そ の教授方略 に伴 う教

授論的解明 は
, 十分行う ことがで き なか っ た

Q

拙稿r D . P . オ
ー ズ ペ ルの 学習操作論 につ い て -

r 先行オ ー

ガナイザ ー

J を中心 に -

J r教 育揮営研究J 第5 巻第 1 号
,

日本教育荏営協会, 昭和52 年 , p . 55 - 62 .

柳 原語で は
,

つ ね に
L -

p o t e n ti ally m e a ni n gf ul m a t e ri al s

, ,

が

用い られ て い る o 正 しく訳せ ば
, r 潜在的有意味教材J ま た は

,

卜素材J とな る o

l暮

p o l e n li al ly
, ,

と い う語が 用い られて いる の
書

は
, 次の理 由に よ る . す な わ ち,

い か な る教材 で あれ
,

そ

れ が 学習され ,
つ ま り 内面 化され て 始め て

, そ の教材 は学

習者 に と っ てく有意味と な るン,
と

o 換言すれ ば
, r有意味

な教材J という表現に は
,

す で に学習者に よっ て学習が 行な

われ て い る ことが含意されてお り
.
ト ー トロ ジ ー だ .

こ れ が
,

オ ー ズベ ル の 考え方 である o しか し
,
現実的に理解する な ら ,

言語 を 介 し て 提 示 さ れ た r 教 材J は , く無 意 味 綴 りン

くn o n s e n s e syll abl e l などと異な り , 基本的に はrある意味を

有 してい るJ と考 え る ことがで きる
o

こ の意味で 簡略化 して

訳す こ との 方が 我 々の 理解と 一

致 し
,
ま た

, 本稿の 趣旨 に

反す るもの で もな い
o

な 軌 オ - ズベ ル の r意味J 概念 につ

い て は
,

次の拙稿を参照され た い .

拙稿r D . P . オ ー ズ ベ ルのr有意味言語学習l 堺論の検 討
-

r意味概念J を中心にJ 東京教育大学大学院r 教育学研究集

録j 第16 集
,

昭和51 年
, p . 4 3 - 50

.

m D .P . A u s u b elこ T h e P sy ch ol o g y o f m e a ni ng fu l V e rb al

L e a r n l n g ,
1963

,
G r u n e 及 S t r at t o n

. p . 76 .

t引 D .P , A u s ub eli E d u c atio n al P sy ch ol o gy
- A C o g niti v e

Vi e w
,
1 終 II olt R i n eh a rt 良 W i n st o n , I n c . , p . v i .

t91 D . P . A u s u b el
.

,
o p . cit .

,
1 963

, p . 24 - 2 5 1

a oI D . P . A u s u b eli A S u b s u m pti o n T h e o ry o f M e a ni n gf ul

V e rb al L e a mi ng an d R e t e n tio n
, I , G e n . P sy c h ol . 19 62

,

V o l .
6 6

, p . 21 6 .

く11I D .P . A u s u b e lこ O p . Cit .
,
1 963

, p . 2 5 .

く1 21 D .P . A u s u b eli l n D e fe n c e of V e rb al L e a mi ng ,
i n R e ad -

i n g s in th e P sy c h ol o g y o f C o g niti o n , ed .
b y R C . A n d e r s o n

及 D . P , A u s u b el , 19 65 , H olt .
R i n e h a rt 及 W i n s t o n

, p . 90 ,

u 31 D . P . A u s u b el
.

, o p . cit . ,
19 63

. p . 2 5 .

t141 r 派生的包摂J 卜相関的包摂J に つ い て は
,

下記の著作 にお

い て詳 しく 論 じ られ て い る o 簡潔に 述べ てj 引ナば , r 派生的

包摂J と は
, 新 しい 知識内容が 学習者 のr 認知構造J 内の 既有

の 概念, 命題を例証す る - 特殊事例で あ る場合,
ま た逆 に

,

新 しい 知識内容が 既有の 概念の -

般例 と い う関係 に お い て

成り立つ r 包摂関係J であ る
8 他 九 r相関的包摂J と は , 節

しい 知識内容 の 学習に よ っ て
, 既有 の 命鹿

,
概念が 修正.

限定 ま た は拡張 をう け る
,

と い う関係 と して 考え られ て い

る , 前者の 一

例 と して ほ
, く走性D の 概念を習得 し て い る

と こ ろ へ く 走地性ンま た はく走光性5 の 事例,
ま た は 概念

が新 しく 学習 さ れ る
,

と い う 例が 考え られ る o 後 者の 例と

して は
,

オ ー ズベ ル は
,

次の よう な例を あtザて い る
Q

学習者が
, 平行四辺形の 概念を r 相対す る辺が平行で

, 閉

じられ た四辺形J とい う定糞で す で に学習して い る と す る
o

- 8 5
-



そ こに新 しい 概念r菱形J が 提示 され
, r すべ ての 辺が 等 しい

平行四辺形J と定頚 され る とき
,

学習者は
, 既有の r平行 四

辺形J 概念に
,

-

定の修正を行な い
, 新 しい卜菱形J概念をr 包

摂J する こ とに な る
, と髭明さ れ て い る o

- D .P . A u s u b el 及 R o bi n s o n
,
F . G .二 op . Cit ,

1 969 . p . 64 - 69 .

0 51 D L P . A u s u b elこ1 963
, p . 2 5 . く忘却過程ンに関す る記述は

,

次の 論文 にもほ t
e

同様の もの が記 され て い る
o

- P P . A u s u b elこ O P . tit . 1 962
, p . 21 7 .

t16J D . P . A u s u b elミ O P . Cit . 1 963
, p . 26 .

t171 ibid .
. p . 2 6 .

t咽 ibid .
, p . 7 9 .

t191 学習と 保持に 影響を及 ぼ す変数 に 関す る吉己述 は , 次の 二

箇所で 行な わ れ て い る
o

は ぜ 同様の 記述で あり
,

こ こ で は
,

後者に依拠 した o

ibid . , p . 28 - 29 .

D . P . A u s u b elこ O p . Cit .
,
19 62

, p . 2 19 - 2 20 .

帥 D . P . A u s u b elこ O P . Cit . ,
19 63

, p . 8 2 .

糾 ibid ,
, p . 8 1 .

但21 ibid .
. p . 78 .

細 J .S . B r u n e Ti T h e P ro c e s s o f E d u c a ti o n , 19 63
,

V i nt ag e

B o ok s . p . 3 .

帥 D LP . A u s u b elこ O P . Cit
り
19 68

, p . 14 9 .

餌 D I P
. A t, s u b elこ O P . Cit .

,
19 63

, p . 81 .

紬 D . P . A u s u b elこ O P . Cit ,
,
19 69

, p . 16 9 .

帥 D t P . A u s u b elこ O p . Cit . . 19 63
, p . 8 ト 8 2 .

紬 ibid .
, p .

-
8 1 .

脚 オ
ー

ズベ ル の 下記 の 夷験 レポ
ー

トに した がえ ば
, r 解鋭

オ
ー

ガナイザ ーJ とは
, 文系の学生 にく炭素鋼 の冶金術ンを

学 習させ る ときに導入 され る
, と い っ た頬 の もの で ある

o

これ に射し 卜比較オ ー ガナイザ
- J は

, キリス ト教 の教車内

容に か なり 精通して い る学 生た ち に -

ア メ リカでIよ,
こ

, の こ とは 大い に期待 され る こと だ が -

仏教の 教 義内容を

学 習 させ る ときに 使用され る
,

と い っ た額の もの で あ る
q

後者で は
,

すで に熟知 して い る キリス ト教の 教義 内容と比

較 しな が ら
, 仏教の教義内容の 概略が 事前 に提 示 され た

,

と報告され て い る 8

ちな み に
, 前者の r解説オ ー ガ ナイザ ー J の 内容 に関 して

は
, く金属と合金 の主要 な 頬似点, 善異見 お よびそ れ ぞ

れ の 利点 と 欠点 さ ら に
, 合金 を作り 用い る ことの 理 由に 強

調をお く も の だン と いう 記述以外, 何の 説明 も示 され ない
.

-

D - P I A u s u b elこ T h e U s e o f A d v a n c e O rg a ni ze r s i n t h e

L e a r ni n g a n d R et e n ti o n o f M e a r li n gfu l V e rb al L e a m -

i n g l J . E d u c . P sy c h ol .
,
19 60

, V o l . 51
,

N o 5
, p . 2 67

- 27 2 .

卜比較オ ー

ガナイザ ー

J の 例 は
, 下記の 論文に依 っ た .

- D ,P . A u s u b el 及 F it z e r ald
,

D .こ T h e R o l e of D i s
-

c ri m i n ab ility i n M e a ni n g ful V e rb al L e a r ni rLg an d

R et e n ti o n
, I - E d u c . P sy ch o い 96 1

,
V ol

.
52

, N o 5
, p .

26 6 - 27 4 .

-X 一

性 く未 知の 内容J けと較的 な じみ の ある 内割 という

オ ー ズ ベ ル の 区分 は
, 図式的 で 判 り易 い が

, 実際の教科

内 容の 教授 とい う 点か ら考 え る と あ ま り 現実的で はない

区分と考え られ る
o

こ の 意味で
, 本稿で は

,
こ の二 種のr5t

行 オ ー ガナイザ ー

J に 関 して は
, 正面か らと りあげ ること

を しな か っ た o

r先行 オ
ー

ガナイザ ー

J の効果 に関す る実験 レポ ー トと

して は
, 上記以外 に

, 下記の もの が ある
.

- D . P . A u s ub el 及 F it z e r ald
,

D . i O rg a ni z e r s
, G e n e r al

B a c kg r o u nd
, a n d A n t e c e t e n d L e a r n i ng V a ri abl e s in

S e q u e n ti al JV e rb al L e a r ni n g , J I E d u c . P sy ch ol .
,
1 962

.

V o l 1 53 . N o 6
, p . 24 3 - 24 9 .

-

D . P . A u s u b el 及 Y o u s s e f , M .こ R ol e o f Di s c ri m i n ability

in M e a n i ng fu l P a r r al 1 el L e a r n i ng J I E d u c . P sy ch ol
. .

1 963
,

V o l . 54 1 N o 6
. p - 3 31 - 33 6 .

帥 卜先行オ ー ガナイザ ー J の効 果性 を否定 な い し は疑問視す

る論文と して は
,
下記の もの が ある

o

- B R
. B a r n e s 及 C l a w s o n

,
E .U .こ D o A d v a n c e O rg a ni -

z e r s F a cili t at e L e a r ni n g 9 R e c o m m e n d a ti o n s fo r F u r 一

th e r R e s e a r ch B a s e d o n a n A n aly si s o f 32 S t u die s .

R e v , E d u c
I R e s . , 1 97 5

.
V o l . 45

,
N o 4

, p . 63 7 - 659 .

-

J . H a rtl e y 及 D a vi e s
-
I . K .こ P r ein st r u c ti o n al S t r at egi e s

.

, T h e R ol e o f P ret e st
,
B eh a v io r al O bj e c ti v e s . O v e r vi .

e w s a n d A d v a n c e O rg a ni z e r s , R e v . E d u c
. R e s .

197 6
,

V ol . 46 . N o 2
, p . 23 9 - 26 5 .

こ れ ら に対 し て
, 下 記の こ 論 文 が 反批 判 を行 な っ て い

る o B a r n e s と Cl a w s o n に対 す る L a w t o n と W a n sk a の批判

は
,

B a r n e s らの レ ビ ュ
ー の しか たの 粗雑 さ と

,
オ - ズベ ル

理論 の解釈上の 誤り を指摘 するもの で
, 他 方

,
オ

ー

ズベ ル は
,

r 先行オ
-

ガナイザ - J の 性格 および定義 をめ ぐ っ て
,

上記

二 論文に 反論を行な っ て い る
.

しか し
, オ

ー ズ ベ ルの 記述 は
,

本稿 二 章の 内容 の域を出 る ことば なしl
o

-

J .T . L a w t o n 及 W a n sk a
,
S .K .言 A d v a n c e O rg a niz e r s a s

a T e a chi n g S t r at e g y こ A R ep ly t o B a r n e s a nd Cl a w -

s o n
,
R e v . E d u c . R e s .

197 7
,

V ol 14 7 . N o t
, p . 23 3 - 2 44 .

-

D . P . A u s u b el こ I n D ef e n s e o f A d v a n c e O rg a ni z e r s こ

An R ep ly t o th e C ri ti c s . R e v
. E d u c . R e s . 197 8

,
V ol.

4 8 , N o 2
, p . 2 51 - 2 5 7 .

帥 J . H a rtl ey a n d D a vi e s
-
I 且 こ O p - Cit .

,
197 6

, p . 2 56 .

細 大村彰道r 教材の シ
ー

ケ ン シ ン グく系列化り 東 洋他共著

r教 育 の プロ グラムJ 19 77 t 共立出版 所収, p . 56 .

紬 D IP . A u s u b e l こ O p . Cit .
,
1 97 8

, p . 2 51 .

84J 波 多野完治r教育機器の 学軌L 周 到 19 72
, 大日 本図乱 p .

7 3 - 7 4 .

的 同上乳 p . 7 3 .

O 61 D . P - A u s u b el 言 O P . Cit ,
,
196 3

, p . 8 2 .

帥 D . P . A u s u b el こ O P . Cit .
,
196 0

, p . 2 70 .

紬 D
. P I A u s u b el こ O P . Cit ,

.
196 3

, p . 7 6 .
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