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 ド　イ　ツ 日　　本 

調査実施 2008年７～10月（バイエルン州） 2009年３月（山口県） 

調査対象 実科学校教師（20校） 小学校教師（４校） 

サンプル数 631名 73名 

再調査 2009年11～12月／2010年11～12月 予定なし 



尺 度 項 目 事 例 

暗黙的学力観（学力の向上可能性） 

（４項目） 

暗黙的学力観（才能） 

（３項目） 

 

自己効力感 

（10項目） 

「児童たちは学力をつけることができると思う。」 

回答形式（６段階）：１（全くそう思わない）～６（全くそう思う） 

「児童たちに備わっている生まれながらの才能は、児童たち自らでは変える 

ことができないと思う。」 

回答形式（6段階）：１（全くそう思わない）～６（全くそう思う） 

「予期せぬ事態が生じたとき、いつもどう対処すればよいか知っている。」 

回答形式（４段階）：１（全くそう思わない）～６（全くそう思う） 

指導による動機づけ（22項目） 

自律性の支援（３項目） 

競争による動機づけ（３項目） 

個人の改善に向けた動機づけ（３項目） 

協力による動機づけ（３項目） 

社会的比較による動機づけ（３項目） 

成績による動機づけ（３項目） 

失敗への対処（４項目） 

項目事例「私が授業で重視しているのは…」 

回答形式（６段階）：１（全くそう思わない）～６（全くそう思う） 

「…児童たちが自ら学習活動を決めることである。」 

「…児童たちを競争によって動機づけることである。」 

「…各児童の成長を把握することである。」 

「…児童たちがお互い助け合うことである。」 

「…児童たちに相互に比較する機会を与えることである。」 

「…成績評価における評点の重要性を理解させることである。」 

「…失敗から学ぶことができることを理解させることである。」 



 

暗黙的学力観（学力は向上可能だ）（４項目、６段階） 

暗黙的学力観（学力は才能だ）（３項目、６段階） 

自己効力感（10項目、４段階） 

指導による動機づけ－全尺度（22項目、６段階） 

 

 4.80/.48/.68 4.47/.55/.67 

 3.74/1.13/.90 4.46/.90/.88 

 2.96/.38/.82 2.11/.44/.85 

 4.10/.42/.67 3.99/.50/.75 

 3.86/.70/.57 4.41/.68/.57 

 2.96/.92/.75 2.71/.86/.70 

 4.37/.68/.70 4.40/.67/.31 

 5.32/.51/.54 4.99/.66/.58 

 3.73/.83/.57 3.54/.79/.48 

 3.47/.96/.79 3.11/1.08/.86 

 4.94/.62/.67 4.78/.66/.66

尺 度 ド イ ツ 日 本 

自律性の支援（３項目） 

競争による動機づけ（３項目） 

個人の改善に向けた動機づけ（３項目） 

協力による動機づけ（３項目） 

社会的比較による動機づけ（３項目） 

成績による動機づけ（３項目） 

失敗への対処（４項目） 



暗黙的学力観（学力の向上可能性） 4.97 .000 .62 .740 

暗黙的学力観（才能） 1.92 .065 1.35 .243 

自己効力感 4.93 .000 1.15 .347 

暗黙的学力観（学力の向上可能性）＊自己効力感 1.01 .421 1.42 .215 

暗黙的学力観（才能）＊自己効力感 1.30 .250 .29 .954

Multivariate Tests 

（Multivariate Tests） 

F値 

（ドイツ） 

P値 

（ドイツ） 

F値 

（日本） 

P値 

（日本） 





 

暗黙的学力観（学力の向上可能性） 4.65 ���� .556 .459 

暗黙的学力観（才能） 6.28 ���� .213 .646 

自己効力感 18.30 ���� .009 .925 

暗黙的学力観（学力の向上可能性）＊自己効力感   .13 .716 .354 .554 

暗黙的学力観（才能）＊自己効力感 5.64 ���� .657 .421 

 

暗黙的学力観（学力の向上可能性） .50 .480 .325 .570 

暗黙的学力観（才能） .76 .384 5.081 ���� 

自己効力感 3.62 .058 3.503 .066 

暗黙的学力観（学力の向上可能性）＊自己効力感 .00 .953 1.962 .166 

暗黙的学力観（才能）＊自己効力感 .96 .329 1.031 .314 

 

暗黙的学力観（学力の向上可能性） 26.95 ���� 1.484 .228 

暗黙的学力観（才能） 4.32 ���� .261 .611 

自己効力感 18.35 ���� 1.379 .245 

暗黙的学力観（学力の向上可能性）＊自己効力感 2.97 .086 .133 .717 

暗黙的学力観（才能）＊自己効力感 .02 .895 .011 .915 

 

暗黙的学力観（学力の向上可能性） 20.89 ���� .318 .575 

暗黙的学力観（才能） 1.11 .293 1.939 .169 

自己効力感 5.04 ���� .051 .822 

暗黙的学力観（学力の向上可能性）＊自己効力感 4.62 ���� .003 .953 

暗黙的学力観（才能）＊自己効力感 .48 .490 .010 .920 

 

暗黙的学力観（学力の向上可能性） .76 .385 .132 .718 

暗黙的学力観（才能） 1.04 .308 2.966 .090 

自己効力感 2.79 .096 2.609 .111 

暗黙的学力観（学力の向上可能性）＊自己効力感 .86 .354 1.315 .256 

暗黙的学力観（才能）＊自己効力感 .64 .423 .537 .466 

 

暗黙的学力観（学力の向上可能性） .29 .591 .499 .482 

暗黙的学力観（才能） .07 .785 4.668 ���� 

自己効力感 .47 .494 3.103 .083 

暗黙的学力観（学力の向上可能性）＊自己効力感 1.12 .290 2.011 .161 

暗黙的学力観（才能）＊自己効力感 .11 .745 1.838 .180 

 

暗黙的学力観（学力の向上可能性） 12.28 ���� 1.205 .276 

暗黙的学力観（才能） .01 .924 2.017 .160 

自己効力感 18.33 ���� .875 .353 

暗黙的学力観（学力の向上可能性）＊自己効力感 1.11 .292 2.799 .099 

暗黙的学力観（才能）＊自己効力感 .32 .571 .267 .607

Tests der Between-Subjects-Effekte 

（Tests der Between-Subjects-Effekte） 

F値 
（ドイツ） 

P値 
（ドイツ） 

F値 
（日本） 

P値 
（日本） 

自律性の支援 

競争による動機づけ 

個人の改善に向けた動機づけ 

協力による動機づけ 

社会的比較による動機づけ 

成績による動機づけ 

失敗への対処 
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