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撫 麗 　　　現代社会は ，あ ら ゆ る 種類の 自勤 化 シ ス テ ム に支 え られ て い る．自動 化 シ ス テ ム に代表 され る コ ン ピ ュ
ー

タに よる作業

　　　　　支援 は，作業遂行 能力 を向上 させ る 一方 で ．過剰利 便性の 副 作用 が 起 こ す 課題 を意 識 す る こ と も少な くは な い ．本稿で

　 　 　 　 　は，過剰利便性の 副作 用 と して の 課題 遂行能力の 退化 を，人 間機械系 に おけ る過 剰支援 に伴 う　「認 知 的廃 用 性 萎 縮 」 と捉

　 　 　 　 　え る．「廃用 性萎縮 」 とは，長期 に わ た る 身体動作 攴援 に お い て ．特定 の 身体 的機能 を使 わ な い こ と に よ り，筋 肉等の 機

　　　　　能が 縮退す る現 象を指 す．本稿で 議論す る 過剰利便性の 副作用の 問垣は ，こ れ ら の 萎縮が，身体 的機能に 限 らず，認知的

　　　　 機能 にお い て も牛 じる
．
口亅
．
能 性 が あ る こ と を意 味す る ．本稿 で は，認知 心 理 学や 学習科学，教 育心 理 学の 領域 で 確 立 され て

　　　　　きた 認知負荷理 論 と達 成 目標 理論 とい う二 つ の 埋 論 に 基づ き．認知 的廃 用 性萎縮の 背後 にある 人 問の 認知情報処理 の 諸特

　 　 　 　 性 を明 らか に する と と もに ，そ の 解決 へ 向か う
．
ヒ台 を与える ．

　 　 　 　 　キ
ー
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1。は じ め に

　 1．1　 第 3 の 道具

　 人 間 は，人工 物 を道具 と して 使用 す る 力を持つ こ と に

よ っ て ， 万物 の 霊長 に君臨する に至 っ た と言 っ て も過 言

で は ない ．ナ イ フ や ハ ン マ ーは，古 来 か ら使用 さ れ て き

た古典的な道具 で あ る．こ れ らの 道具 は，人 間の 身体活

動 を拡張す る た め に 使用 さ れ た．20 世 紀 も後半 に 至 る

と，これ ら の 人 工物と は全 く性質の 異 な る 道具が 日常 に

あふ れ る よ うに な っ た．そ れ が
，

コ ン ピ ュ
ー

タ に代表 さ

れ る 認知的人工 物 と呼ば れ る道具 で あ る
V 〕，こ れ らの 道

具 は，情報を保持，表現 ，操作す る機能 を持 ち，人 閊の

認 知 的 活動 を支援す る た め に 用 い られ る．

　近年，テ ク ノ ロ ジーは 更に 発展 し，お 掃除 ロ ボ ッ トや

自動運 転 シ ス テ ム とい っ た 自律的 に 活動 し，人間の 課題

遂 行 を 代 行 す る 自動 化 シ ス テ ム が 現 れ る よ う に な

る
〔2M3 ）．こ れ ら の 道具 は，多 くの 点で 先 の 二 つ の タ イ

プの 人工 物 とは大き く異 な る性質を持ち，い わ ば第 3世
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代 の 道具 と捉 え る こ とが で きる．まず第 1 に ，認知的人

T．物 に お い て は ，課 題 遂行の 主役 は ユ ーザ で あ り，人工

物が 担う機能は ユ ーザ の 支援 で あ っ た．そ こ で の 課題 遂

行 の パ フ ォ
ーマ ン ス を 決め る最 も重 要 な観点 は，両者 の

相互作用で あ っ た．一方，自動化 シ ス テ ム に お い て は，

課題 遂 行 の 主 役は シ ス テ ム と な る．自動化 シ ス テ ム に対

す る 人 間の 関与 は，相互 作用 と い うよ りも，監視 と い っ

た 側面 が 強 くな る ．第 2 点 と し て ，自動化 シ ス テ ム は，

こ れ まで の 人T．物 に 比 して ，極め て 複雑な情報処 理 を行

い ，ユ ーザ は シ ス テ ム 内部で 行わ れ て い る処理 を理解す

る こ と が 困難 に な っ て い る とい うこ とが 挙げ られ る．こ

れ らの 点 は，第 2 世代 の 認知的 人工 物 に お い て も指摘 さ

れ て い た が，内部処 理 の ブ ラ ッ ク ボ ッ ク ス 化 の 程度 は，

その 比で は ない ．

　 1．2　認知的廃用性萎縮

　現 代社会 は ，あ ら ゆ る 種類の 自動化 シ ス テ ム に 支え ら

れ て い る．自動化 シ ス テ ム に代表 さ れ る コ ン ピ ュ
ータに

よ る作業支援 は，作業遂 行能力 を 向上 させ る一
方で，過

剰利便性の 副作用が起 こ す課題を意識す る こ と も少なく

は ない ．自動化 シ ス テ ム とい うほ ど 大げ さ な もの で は な

い もの の ，認知処理 を代行する シ ス テ ム は，我 々 の 日常

に もあふ れ て い る ．例 え ば，漢字の 想 起 を代行す る ワ
ー
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プ ロ を多用す る こ とに よっ て漢字が思 い 出せ な くなっ た

り，また 道順検索を代行す る ナ ビゲ
ー

シ ョ ン 支援 に慣 れ

親 しむ こ と に よ り，関 連 す る 地 図 を思 い 出 す こ と に 困 難

を覚 え る よ うに な っ た りと い っ た こ と は，誰 もが 経 験 し

た こ とで あ ろ う．また，同種 の 機能萎縮が，時 に大 きな

事故を引き起 こ す原因を作 り出す危険性 も指摘 され て い

る．

　 こ れ らの 遂行能力の 低下 は，過 度 な支援 に よ り人 間 の

側 の 努力の 程度が 低下 し，課題 遂行能力が 失わ れ る こ と

に よ っ て 生 じ る．その 意味 で
， 本稿 で は

，
こ れ らの 過剰

利便性の 副作用 と して の 課題遂行能力 の 退化を，人間機

械系に お け る過 剰支援に伴う 「認知的廃用性萎縮」 と捉

える．「廃用性萎縮」と は，長期 に わ た る身体動作支援

にお い て ，特定 の 身体的機能 を使 わ ない こ と に よ り，筋

肉等 の 機能が 縮退す る現 象を指す．こ こ で 指摘 され て い

る過 剰 利 便 性 の 副 作 用 の 問題 は，こ れ らの 萎縮が，身体

的機能に 限 らず，認知的機能に お い て も生 じる可 能性 が

あ る こ と を意味す る．

　 1．3　認知活動 の二 重性

　認知的廃用性萎縮 の 背後 に あ る メ カ ニ ズ ム を考 える に

あ た っ て は，課題 に 従事 して い る際 の 認 知 活 動 の 二 重 性

を理 解 し な けれ ば な ら な い ．通 常，あ る 課題 に 従事す る

とい うこ と に は
，

二 つ の 目的があ る．一
つ の 目的は，当

然 の こ となが ら，そ の 課題 を遂行す る こ とで，作業 目標

を達成す る こ とで あ る，しか し，課題 に従事す る こ とに

は，それ以外 に もう
一

つ の 重要な意味が あ る．それ は，

そ の 課題を遂行す る た め の 知識を学習 した り，ス キ ル を

獲i得 した りす る こ と で あ る ．「遂行」 と 「熟達」 は ，課

題 に従事する こ との 主要な 二 つ の 目的で あ る，こ こ で 重

要 な 点は，二 つ の 認知的活動は，必 ずし も同
一

で は な い

と い うこ とで あ る
（4）．

　例 え ば，ワ
ープ ロ で 文章を書い て い る と きの こ と を考

え て み よ う，作業 目標 の 達成，すなわ ち原稿 を完成す る

と い う目的か ら見れ ば，文脈 に即 して ，適切な漢字を想

起 し，そ れ を 次々 と 文 中 に埋 め て ゆ くこ と に な る．こ れ

が，課題 の 「遂行」の た め の 認知的活動 で あ る．一方

で ，漢字 を記憶 した り，自分で 書 い た りす る こ とが で き

る よ うに な る，つ ま り漢字 の 読み 書 きに お け る 「熟達」

を考 え れ ば，想起時 に音 と訓の 読み を 暗唱 した り，漢字

の 書 き順 を頭 の 中で な ぞっ て み た り，熟語 を思 い 出す こ

とで 他 の 漢字 との 結 び付 きを考えた りとい う認知活動が

必要 と な る．こ れ が ，「熟達」 の た め の 認知的活動 で あ

る．と こ ろが，ワ
ープ ロ で 文章を書くと きに は，後者 の

認知処 理 は ほ とん ど行 わ れ な い ．我 々 は，ワ
ープ ロ が 呈

示す る リス トの 中か ら，当該 の 漢字 を 選択す る だ けで あ

る．作業 の 「遂行」 と い う意味か らは，それ だ けで 十分

なの で あ る．ワ
ープ ロ に 実装 され た 仮名漢字変換 は ，前

者 の 活動 を遂行す る た め に は 極 め て 有用な支援を提供す

る が，
一

方 で後者の 活動 を し ば しば 阻 害す る こ と に な

る．そ の 結果，漢字 の 想起や 記述 に 関す る 認知的廃用性

萎縮が 起 こ る の で ある ．

2．支 援 ジ レ ン マ

　 2．1　支援 の保留 と提供

　「遂行」 と 「熟達」 の 二 重性 は，と りわけ学習支援 の

研 究領域 で は，支援 ジ レ ン マ （Assistance　Dilemma）

と して 知 られ て い る
〔5）．な お，学習 支 援 の 領 域 で は，熟

達 よ りも学習 とい う言葉が 好 ん で 用い られ る の で
，

以 下

で は熟達を 「学習」 に 置き換えて 述べ る．支援ジ レ ン マ

と は，学習効果を最大化する た め に，ど こ まで支援 を提

供 し，ど こか ら支援 を保留す れ ば よい の か とい う支援バ

ラ ン ス に 関わ る ジ レ ン マ で ある ．

　Koedingerら は ，　 Cognitive　Tutor と 呼 ば れ る 知 的学

習支援 シ ス テ ム を用 い た 長期間 に わ た る大規模な実践を

通 して
C6）
，学習支援の 「保留」と 「提供」に 関す る利益

と損失 を，表 1 の よ うに ま とめ て い る．支援を提供す る

利益 に 関して は，学習中の 問題 （例題） の 解決，すなわ

ち課題 の 「遂行」が 正確 に な り，支援環境 との コ ミュ ニ

ケ ー
シ ョ ン も効 率 化 され る．そ れ に 伴 い ，学 習 者 の 達 成

感 も増大す る．一
方で ，支援 に 依存す る こ とに よ り，課

題の 内容を吟味，省察す る態度が低下 し （表層的学習），

集中力 が 損なわれ，結果 として 深い 認知処理を伴 う長期

記憶活動が 消失 し，「学習 」が 定着し な い 可 能性 が 生 ま

れ る （成長機会 の 喪失）．一
方 で ，支援 を 保留す る こ と

は，支援 の 提供 に お け る 「学習」の 損失を補 う可能性 が

あ る
一

方，課題 の 「遂行」 に 関 わ る 困 難，具 体的 に は，
エ ラーの 増大や，そ れ に伴 う課題 遂行 の 停滞，混乱 に よ

る時 間 の 浪費が 生 じて，更 に は 失敗の 繰 り返 し に よ り学

習活動 自体が 停 止 して しま う危険性 もあ る （失敗 に よる

挫折）．

　 こ こ で ，表 1 を 注意深 く眺め る と，四 つ の セ ル の そ れ

ぞ れ は，先 に 述べ た 課題 の 「遂行」．及 び 「学習」 に お

ける 利 益 と 損失を示 して くれ る こ と が 分 か る．例 え ば，

表 1 支 援の 保 留 と提供 の 間に 生 じる 支援 ジレ ン マ 　 支援保留

の 利益 （左 上 ） は，学 習志向活動に お け る 利益，支援提 供の 損失

（右 下 ）は，学習 志 向 活 動 に お け る損失 を 示 し，支 援提供 の 利 益

（右 上 ）は，遂 行志 向活動 にお ける利 益，支援保留 の 損失 （左 下 ）

は．遂 行志向活動 にお け る損 失 を示 す．

支援の 保留 支援の 提 供

利益

・産出効果
・集中力の 促進
・長期記憶の 活動
・自律的 解決の 達 成感

・正確 さ
・

コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン の 効率
・支援 下で の 達成感

損失

・エ ラ
ーに よ る損失

・停滞，混乱，時 間の 浪費
・失敗 に よ る 挫折

・表層 的学 習
・集中力の 欠如
・長期記憶活動の 消失
・成長機会の 喪失
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支援 の 保留 に お け る 損 失 に 示 さ れ た 三 つ の 項 目，エ

ラー，遂行時間，打 ち切 り等 は，課題 の 「遂行」 の 成績

と して 測定 さ れ る 項 目で ある の に対 して，利 益 の セ ル に

示 され た 四 つ の 項 目 を見 て み る と，産 出 効 果 （自分 自 身

で解を 産 出 す る 活動 に 従事す る こ と に よ っ て 現 れ る 効

果）や 長期記憶 の 活動 は，一
般 に 課題遂行の 結果 と して

得 られた 「学習」 の 効果 と して 測定 さ れ る 項 目で あ る．

　支援 の 程度を大 きくして，課 題 の 遂行成績を上 げ る こ

とは，学 習 支援 に お い て 重要 な テ
ーマ で あ っ た が，表 1

は，話 は そ れ ほ ど単純で は な い こ と を示 して い る．す な

わ ち，
こ こ まで の 議論 は，支援 を増大 させ る と，問題 解

決の パ フ ォ
ー

マ ン ス は 高 くな り，課 題 の 「遂行」 に 関 わ

る 認知 的活動 に は正 の 効果が 現 れ る
一
方で，知識 の 機械

的 適用 な どが 増大 し，「学習」 を志 向す る 活動が 抑制 さ

れ る 場合が 生 じ る 可 能性が ある こ と を示 して い る．更 に

そ れ が 高 じて い け ば，そ こ に認 知的 廃用 性萎縮の 問題 が

現 れ る こ と に な る の で あ る．

　図 1は，こ こ ま で の 議論 を ま とめ た もの で あ る．支援

の 程度 を上 げ て ゆ くと，課題 の 遂行成績 は 上 昇 して ゆ

く．一
方，学習効果に 関 して は，あ る

一
定 の と こ ろ で 最

大効果を示すとともに，そ れ を超 える と逆 に 効果 は 減少

して ゆ く こ と に な る．図 1の 右 半 分 で は，ジ レ ン マ は 存

在 し な い が，左 半分 で 支援 ジ レ ン マ が 生 じ る こ と に な

る．認知的廃用性萎縮 は，図 1で 言えば，そ の 左端 の 領

域 で 生 じる現 象で ある と考え られ る．

　自動化 シス テ ム は，人 間 の 課 題 遂行を代行す る．人 間

は 作業か ら解放 さ れ，そ こ で 必 要 と され る こ と は，課 題

を遂行す る こ とで は な く，課 題 を 遂 行す る 自動 化 シ ス テ

ム の 動作 を モ ニ タす る こ とで あ る．そ の 意 味 に お い て，

図 1 の 左 端 の レベ ル で の 支援 を 行うこ とを 意味す る ．そ

こ で は ， 自動化 シ ス テ ム の 性能が 十分 に高 い 状況で あれ

ば，課題 の 「遂行」成績 は十分 に 高 くな る が，
一

方 で 人

間の 側 の 「学習」を志 向す る認知的活動 は停 止 し，そ の

　

　

尚

支援の 程 度

学 習 効 果

遂 行 成績

低

図 1 学 習効果 と遂行成績 を．支援 の程 度の 関数 と して示 した グ

ラ フ 　　支援の 程度 を．ヒげて ゆ くと，課 題 の遂 行 成績 は一ヒ昇 して

ゆ く．一方，学習効果 に 関 して は，あ る
一
定の とこ ろ で最大効果

を示 す と と もに ，そ れ を超 え る と逆 に効 果 は 減 少 して ゆ くこ とに

な る ．

状態 が 続 くこ と に よ っ て ，認知的廃用性萎縮が生 まれる

危険が増大す る の で ある．

　 2．2　 活 動 バ ラ ン ス の 制御

　究極的 に は，自動化 シ ス テ ム は 人間の 活動 を完全 に代

行す る こ と が期待 され る．一
方 で

， 現実場面 に お い て

は，自動化 シ ス テ ム の運用は，ある
一

定の 条件 を満た し

て い る 状況 に お い て の み 限 定的 に許 可 され て お り，そ の

条件を満た さ な くな っ た 時点で ，シ ス テ ム か ら人 間 の 側

に
， 操作 主 体が 移動す る こ とが ほ とん どで あ る．オート

メ
ー

シ ョ ン 化が 進む様 々 な領域 に お い て も，例えば，航

空機 の 操縦や 各種プ ラ ン トの 制御 に至 る まで，今後 もこ

の よ うな 状 況が 続 くも の と思 わ れ る．

　 その よ うな状況 に お い て，支援 の 調整 に よ る 「遂行」

と 「学習」 と い う二 つ の 活動の バ ラ ン ス は ，極 め て 重要

で あ る．多 くの 場 面 で 課 題 の 「遂行」をシ ス テ ム に 委託

して い た と して も，同時 に 人 間の 能力が
一
定以 上 に保持

され る べ きで あり，そ の た め に は一
定の 「学習」活動が

担 保 され る 必要 が あ る．そ こ で は，「遂行」 と 「学 習」

と い う認知活動 の 二 重性を踏まえて ，双方の 活動バ ラ ン

ス を適切 に制御す る とい う視点が大切 に な っ て くる と思

わ れ る，

　 こ の 問題 を考 え る に あた っ て ，以 下 で は，認知負荷 理

論 と達成 目標 理 論 とい う二 つ の 理論 を紹介す る．前者

は，主に 学習科学 や 認知科学 の 分野 で ，後者は教育心理

学 な どの 分 野 で 確立 され て きた 理 論 で あ り，主 に 人間 の

学 習 に 関 わ る研 究 の 文脈 に お い て 検討 が 重ね られ て きた

もの で あ る．そ の ．Eで ，こ れ らの 理 論 は，認 知的廃 用 性

萎 縮 とい う課題 を 考 え る に あ た っ て も，そ の 議 論 の 重 要

な土 台 を提供す る もの と考 え られ る
「
細 ．

3．認 知 負 荷 理 論

　3．13 種類の 認知負荷

　人 間の 記憶 に 関す る 理 論 は，そ れ が 作業記憶 （若 し く

は，短期記憶〉 と長 期 記憶 とい う，そ れ ぞ れ 性質が 異 な

る 二 つ の シ ス テ ム か ら構成 され て い る と して い る．作 業

の 「遂行」が 適切 に 行わ れ る た め に は，作業記憶 に そ の

処 理 の ため の
．
卜分 な資源が存在す る こ と を必要 とす る ．

更 に，「学習」が 起 こ る た め に は，作業記憶上 で の 処理

を通 して ス キー
マ 等が 生 成 され，知識 の 精緻化，

一
般化

が 行 わ れ て ，そ れ が 長期 記憶 へ 記銘 され る こ とが 必 要 と

な る．認知負荷 理 論 （Cognitive　Load　Theory ，以 下 で

は CLT と略す） で は
， 限界の あ る 作業記憶 を，い か に

効率良くこ れ らの 活動 に割 り当て る こ とがで きる か と い

う点 が 議論 さ れ て きた．

（注 1）　解 説 と い う性質 上 ，以 下 で は ，必 要 最小 限 の 参考文 献 を挙 げる

に と どめ た．よ り完全 な 文献は t 文献（7）が 参考に な る．
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（a）

（b）
課 是皇タト≠旺’1牛

（c）
課 題外在性

図 2　課 題 内 在 性 負 荷，課 題 外 在 性 負 荷，掌 習 関 連 負 荷 の 関 係

四角 の 枠 は，学
’hi　−K の 認期 資 源 の 製界 を示 丁 ．

　CLT で は，学習時の 認知負荷 を，三 つ の タ イプ に分頚

して 考え る
s） ，匸］t，それ ら は，課題内在性負仙 （lntrlnsic

Load ），諜題外在性負荷（Extrar／eDus 　Load），そして 学習

関連負荷 （Germane　Load）とい っ た 3挿類 の 認欠「「負荷 で

あ る．課 題 内 在 性 負 祠 と は，課 題 を遂 行 す る た め に必 要

と され る基 本 的 な認 知 負荷 で あ る．課 題 の 困 難 度 が 大 き

くな る ほ ど，また 諜題 に 対す る 学習者 の 熟達度が 低 い ほ

ど，こ の 課題内在性負丗 は高 くな る．次 に ，課題外在 1牛

負 f阻 よ，学習に 必 笈 で ない に もかかわ らず生 じて しまう

認 知負萄 で ある，課 題 外在性負糊 が 増加す る 最も深刻な

1亰因 は，教材 デ ザ イ ン の 不 備 で あ る．例 えば，関 連す る

情 報 が 適 切 に 配 i一され て い な い 場 合 は，学 習 者 は そ れ ら

を 関連 付ける た め の 探索 が 強 い られ た り，そ の 探索 に 失

敗 して 無関係な情報 を関連付 けた りす る こ と に よ り，こ

の 課題外在性 負荷 が 増大す る．吏 に ， 学習関連負荷 は，

学習の ため に 使わ れ る 認知資源 で あ り，例えば ス キ
ー

マ

の 牛成の た め に 使 わ れ る 認 知資源は こ れ に あた る．

　図 2 は，こ れ ら「 つ の 認知負荷 の 閃係 を 示 した もの で

あ る．（a ）は，大 き な課 題 外在性負恟 か 生 じて ，そ の 糺

果，課題 遂行の た め の 認 知負荷 が，学習者 の 認知資源 の

限界を超えて しま っ た状態を示 して い る．こ の よ うな状

況 に なる と，学習 者 は 多 くの エ ラーを起 こ した り，課 題

遂行 に著 し く時 問 が か か っ た り して，場 合 に よ っ て は 課

題 遂 行 が 不 可能 な 状 熊 に な る．〔b）は，課 題 外在性 負荷

を 減少 させ て ，全体 の 認知負荷 が 学習者の 認 知資源 の 限

界内 に 収 まっ て い る 状態で あ る．こ の よ うな 状態 で は，

学 習 者 は 課 題 遂 行 に 困難 を感 じる こ と な く，
一

般 に 高い

課 題 遂 行 成 績 を小 す．CLT で は，学習 を促 進 す る た め

に ，認知資源に 余裕 を作 り出 した 状 態 で ，〔c ）の よ うに，

学習関連負荷 へ の 割当が 大きくな る よ うに 誘導す る こ と

が 重 要で ある と され る．

3．2　認 知 負荷の 制御

Schnotz＆ Kurschnerは，．1 つ の 認知負摘 の 関係 を，

課

題
の

難
易
度

鄭

易

認 知 資 源 の 不 足

に よ る 解決志 向

活 動 の 損 夫

、支矮の 饑 1

　 、ゾ
リ

ボ
L

支惣 騨

認 知資源 の

末活用に よ る

学 習志 向

瓩 勤の 損失

低
熟達 度

占ほ

Pt　3 課 題 の 複 雑 度 と学 習 者 の 熟達 度 に基 づ く支 援 の保 留 と提 供

の 指針 　 左 i の ゾ …．ン で は ．学 習 者 の 熟 芝 度 に 対 して 課題 が 復

雑
．
帚ぎる 状 況 を 示 し，廴援 の 堤供 が 小 唆 され る ，逆 に，右 下 の

ソ ーン で は．逆の 蓍i】由で ，支援の 保留 が示唆 され る．

「学習者 の 熟達度 1と 「課題 の 難易度」 を
一
：つ の 剃1とす

る 平 面 の 上 で 説 明 して い る
　／ 11．
．図 3 は，彼 ら の 枠 絹 み

に基 づ き，こ こ まで の 議 論 を整 理 した もの で あ る．

　図 3の 適切 ゾ ーン は，課題 の 難易度 に 対す る 学習者の

熟達度が 適 叨で ．最人の 学習効果 を 発揮
『
童る こ とが で き

る領域 を示 して い る　〔図 2（c）の 状態 に対応）．一
方，図

3 の 左上 の ゾ
ー

ン は，学習者 の 熟達度 に 対 して ，課 題 が

複雑す ぎる状態 を小 して い る，誄題 が 困 難 な た め 諜題 内

在 性 負 荷 が 増 大 し，そ こ に 大 きな課 題外在件 負荷が 加 わ

り，課 題 の 「遂 行 ．1が 困難 な 状 態 に 匡餡っ て い る ．こ れ

は，前述 の 図 2 （a）の 状態 に 対応す る．こ の 状態 に 対 し

て は，支援 の 提供を行 い ，諜題内在性負衙，及 び課題外

在性負荷を減少 させ ，課題を遂行す る た め の 活動を担保
一9る こ とが 必要で あ る．一

方 で ，図 3 の 右 ドの ゾーン

は，学習 者 の 熟達 度 に 対 して ，課題 が 簡単す ぎる 状 態 を

示 して い る．学習者 の 認知資源 に 余剰が 牛 じて い る 状態

で あ り，図 2（b）の 状態 に 対応す る ，こ の 場合 に は．支

援を保留 して学習者の 認 知負荷を増加 させ，そ れ に学習

閃連負荷を割 り
’［iて る よ うに 誘 導 し，「学習 」を志向す

る 活動を促進す る こ とが 必 要 に な る．

　こ れ ら の 議 論 は，1遂 行」と 「学習」 と い う
一
：つ の 活

動 を 同時 に 遂行 させ る た め に は，課題 の 難易度 と学習 者

の 熟達度 とい う
一
：つ の 安 肉 に応 じた ，支援 バ ラ ン ス の 制

御 が 必 要 と され る こ と を示 して い る．CLT で は，実 際

に，そ の た め の 学習支 援 シ ス テ ム の 設評原 則 を提案 して

い る
ISI

．また，例 か らの 学習 （Learning　by　worked
−
Out

examples ）
／11

とい う学習 艾援方法の 展開の 胚 史 を た ど る

と，そ こ に，学習幵学 の 研究者が ，こ の 課 題 の 難易度 と

学者者の 熟達度 に応 じた 支援バ ラ ン ス の 1覇整 とい うテー

マ を ど の よ うに展 開 させ て き た の か の 足 跡 が 現 れ興 味深

い
1．1．

辮 説 　オ
ー

トメ
ー
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4．達 成 目標 理 論

　 4．1　学習目標 と遂行目標

　課題遂行時 に，学習者が 「遂行」と 「学習」の どち ら

の 活動 に エ フ ォ
ートを割 り当て る か を決定付け る 重 要な

も う
一

つ の 要因 は
， 何 の た め に ，何 を 囗指 して そ の 課題

に 従事す る の か と い っ た 学習 者 の 「目標」 で あ る．達成

目標 理 論 （Goal　Achievement　Theory，以 下 で は GAT

と略す）は，学習 者 の 目標 と学習 との 関連 に 関す る重 要

な 理 論的見通 しを与 え る．

　 GAT で は，学 習 者 が 志 向す る 目 標 を，学 習 凵 標

（Learning　GoaD と遂行 日標 （Performance　Goal） に 分

け る 〔12：1．GAT で は，前者 が 学習 を 通 して 自分 自身 の 能

力の 向上 を追求す る の に 対 して ，後者 は 能力それ 自体 と

い うよ りも，自分 の 能力 に 関す る 良い 評価 を求め る こ と

と して 定義 さ れ て い る．GAT に お い て 扱われ て きた こ

れ ら二 つ の 目標 が，ジ レ ン マ 問題 にお け る 遂行と学習 と

い う二 つ の 活動 に 大 き く関 わ る と考 え ら れ る．ま ず，

GAT に お け る 学習 目標が
，

ジ レ ン マ 問題 に お ける 学習

志向活動 に直接的 に結び付 くこ とは，そ の 定義 にお い て

了 解 可 能で あ ろ う，一
方，遂行 目標 に 関 し て は，GAT

に お い て は他者 か らの 優越 に 関す る関心 とい っ た 社会的

要因が 強調 され る の に 対 し て，こ こ で の 支援 ジ レ ン マ 問

題 に お ける 遂行志向活動 は，そ れ を前提 と しない ．しか

し， 後者が 深 い 学習 よ りも課題 の 遂行 を重視す る とい う

意味で ，本稿 で 扱 う 「遂行」を志向す る 活動 に 関 連する

目標で あ る と考える こ と は自然 で あ る．

　 GAT で は，そ れ ぞ れ の 目標 が 駆動す る認知活動 の 特

質，及 び それ らが 学習 に 及 ぼす優劣 に 関 して ，膨大な実

証研究が 積 み 重 ね ら れ て きた．こ の 学習 囗標 と遂行 目標

の 対 置 は ，様 々 な 文脈 に お い て 検 討 さ れ て きた ．表 2

は ，そ れ らの 関係 をまと め た もの で ある
17〕，

　 4．2　目標 の 多重性 と目標 の 制御

　 2000 年 に 入 る と，学習 目標 と遂行 目標 とい う軸 に 対

し て，成 功 追 求 （Approach　 Status） と 失 敗 回 避

（Avoidance　Status） とい う軸を加えた 2x2 の 四 つ の 状

態 に 基 づ く議論 が 展 開 さ れ る よ うに な っ た
“3）．遂行 目

標 に お い て ，前者は，高 い 得点 を取 る こ と を 目指 し
， 後

者 は，低 い 得点を取 ら な い こ と を 目指す こ と を意味 して

い る．遂行 目標 の 弊害 は，主に 失敗 回 避に お い て顕 著 に

現 れ る と され，遂 行
一成 功 追 求 目標 に 関 して は，そ の 有

益 性 に 言及 さ れ る 場合が 少 な くな い ．Harackiewiczら

は ，そ れ まで に 実施 され た 実証研究 の メ タ 分析か ら，遂

行一成功追求 日標 は ，ほ とん どの 研究 で ，課 題遂行 の 向

hに効果が 見 ら れ た こ と を示 して い る
“ 4）．

　更 に 近年で は，学習者 は，様 々 な 次元か ら構成 され る

複数 の 目標 を持ち，それ らの 関係を調整 しなが ら，学習

に従事す る こ とが 明らか に な っ て きて い る，GAT に お

い て も，学習 目標 と遂行 目標 は，どち らか
一

方が 選択 さ

れ，い ず れ が 学習 に 対 して 優 越 性 を持 つ とい う相 互 背 反

的見方 で は なく， 両者の バ ラ ン ス が 必 要 で あ る とい う方

向 に議論 は 展 開 され て い る．

　GAT は，「遂行」 と 「学習」 とい う二 つ の 認知活動

の バ ラ ン ス を制御す る 手段 として，学習 者 の 目標設定 の

誘導 が 有 益 で ある こ と を示唆す る．GAT 研究全体か ら

見 れ ば，学習者 の 目標設定 の 誘導 は必 ず しも探求の 関心

の 中心 に あ っ た もの で は ない が，幾つ か の 研究 は こ の 点

に 言及 して い る．一
つ は，教示 に よ り学習者の 目標 の 誘

導が 可 能 で あ る こ と を 示 す もの で ある
u5），Clf／）．こ れ らの

研 究 で は，そ こ で の 課 題 達 成 が．知識 や技術 の 向上 を促

進す る とい う点 を 強調す る と学習者 は学習 目標志 向に な

り，逆 に 他者 と の 比 較 を意識 させ る と学習者は 遂 行 目標

志向へ 傾 くこ と を示 して い る ，

5．ま とめ と今後の 課題

表 2 学 習 目標 と遂 行 目標 の 対置 　 そ れ ぞ れ の 目標 の 対 揖 は ，
そ れ ぞ れ 目標 の 異 なる側面 に焦点 を当て つ つ も，似 た よ うな属性

を抱 い た 目標 群と して 分 類で きる．

学 習 目標 ・熟 達 目 遂行 目標 学習 を通 して 自分 自身の

標 （Performance 能 力 の 向上 を追 求 す る の

（Learning　Goal〆 GoaD に対 して，後 者 は 能 力そ

Mastery　Goal） れ 自体 とい うよ りも，自

分 の 能力に 関す る 良い 評

価 を求め る ，

内在性 目標 外在性 目標 自身の 興味や 楽 しみ の た

（lntrinsic　Goal） （Extrinsic　GoaD め に 行動 を行 うの に 対 し

て ，報 酬 を求 め た り罰 を

避 け る た め に 行 動 を 行

う．

課 題 関与 目標 自我関 与 目標 自己を基準 と して 能力の

（Task−involved （Ego−involved 評 価 を行 うの に 対 して ，
GQa1） GQal） 他者 と の 比 較 を通 して 自

課題 目標 能 力 目標 分 の 能力 が 高 い こ と を示

（Task 　Goal） （Ability　G。al） そ う とす る．

　本稿 で は，自動化 シス テ ム に 代表さ れ る，近年の 高度

支援 シ ス テ ム の 使用 に お ける 過剰 利 便性 の 問題 を，認知

的廃用 性萎縮の 課題 と して 議論 した，そ こ で は，作業従

事 中 の 「遂行」 と 「学習 」 とい う認知活動 の 二 重 性 に 着

目 し，後者の 認 知活動の 長期 に わ た る 極端 な 減少が，認

知 的 廃 用 性萎縮 を生 じ させ る 原因で あ る こ と を指摘 し

た．認知的 廃用 性萎縮 の 課 題 を克服す る ため に は，
二 つ

の 認知活動の バ ラ ン ス 調整が 重要で ある．

　認知負荷理論 と達成 目標理論 は，こ れ らの 二 つ の 認知

活動 の 制御 に 関 す る 重要な手掛 か りを与 え る も の で あ

る．両 者 は，そ れ ぞ れ 異 な る 立 場か ら，廃 用 性萎縮 の 解

決 に 対 して ア プ ロ ーチ す る こ と が で きる 可 能性 を示 して

い る，認知負荷理 論 は，学習環境 の デザ イ ン の 問 題 と一

体 とな っ て 論 じ られ る こ とが多く，そ れ は 必然的 に ，
二

つ の 認知的活動 の 関係 を，環境の 側，い わ ば学習者 の 外
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因に 基 づ い て 議論す る 姿勢 を生 み 出 した．一
方，達成 目

標理論は ， そ の 議論 の 起源の
一

部がパ ー
ソ ナリテ ィ心理

学 に 置か れ た こ とか ら も，学習者 の 側か ら，すなわち学

習者 の 「内因」 に 基 づ くア プ ロ ーチ を展開 して い る と考

えら れ る ．

　最後 に，で は 我 々 は ，今後 こ の 認知的廃用性萎縮 と い

う課 題 と ど の よ うに 向き合 っ て ゆ け ば よ い の だ ろ うか．

　まず考えな けれ ば な ら ない こ とは，完全 な オートメー

シ ョ ン の 技術が 確 立 され れ ば，人 間の 側 の 能力 を担保す

る必要がなくな るの で あ ろ うか とい う疑問 で ある．認知

的廃用 性萎縮 に 関 わ る 問題 は，完全 な技術が 確立 され る

途 上 に 現れ る，過 渡 的 な 現象にす ぎな い とい う考え方 も

あ り得 る．

　 しか し， 人間は， そもそもそ の 本来の 性質 と して 「操

作好 き」な生 き物 で ある．自動車運転 などは，正 にそ の

好例 で あ る，実際，高齢者 の QOL の 向上を考える に あ

た っ て ，そ の 運転寿命を延長す る こ と は重要 な テ
ー

マ の

一つ で あ る と考 え ら れ る が，自分 で 運 転 した い とい う高

齢者 は 少なくは ない ．つ まり， 認知的廃用性萎縮 に 関 わ

る議論 は，オートメーシ ョ ン の技術 の 高度化とは 別の 問

題 と して テー
マ 化 さ れ，検討 さ れ な けれ ば な らな い と い

う点 を確認 して お くこ とは 重要で ある，

　 で は ，認知的廃用性萎縮 を防 ぐ技術 と は ど の よ うな も

の で，遂行 と熟達 の バ ラ ン ス をとる オートメ ーシ ョ ン は

い か に して 実現 され る の で あ ろうか．残念 なが ら，我 々

は ま だ その 解 を 見い だせ て は い ない ．しか し，幾 つ か の

ヒ ン トは 持ち得 る ．

　
一

つ は，作業支援 に おける 「適応的」とい う概念 を拡

張す る こ とで あ る．こ れまで，適応 の 目的は，課題遂行

の パ フ ォ
ー

マ ン ス を最 大 化 す る こ とで あ っ た．しか し，

そ れ に 加 え て，熟 達 （よ り控 え め に 言 え ば 能 力 の 維持 ）

とい う観点に 基 づ い て ，適応 とい う概念 を再定義す る の

で あ る．その た め に は，遂行 の パ フ ォ
ー

マ ン ス を多少犠

牲に して で も，支援 の 量や質を抑制 し，人間の 作業遂行

の エ フ ォ
ー

トを維持す る こ とが必要か もしれ ない ．こ の

点に 関 して は，本稿 で 紹介 した 認知負荷 理 論をは じめ と

して ，認 知 心 理 学的，学習 科学 的 研究 の 領 域 で ，学習や

熟 達 に 関 わ り膨 大 に積 み 上 げ られ て きた 知見が，数 多 く

の ヒ ン トを与 え る こ とだ ろ う，そ して ，熟達に関 わ る 認

知的活動 を促進 させ る もう
一つ の 重要な観点は，目標 で

ある．達成 目標理論で 分類 された 二 つ の 目標 の 設定 に深

く関わ るの は，動機で あ る，うま くなりたい ，上達 した

い とい う動機は，学習目標を志向 させ る こ とか ら も，こ

の よ うな動 機 を 与 え る よ うな支 援 の 在 り方 を 考え る こ と

は重要 で ある．こ れ ら の 技術 を考 え る に あた っ て は，工

学者 と，認知心理学者や教育学者 との 連携 が，今後ます

ます重要 に なっ て くる と思われ る，
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