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薬学生の学習習得度と自己評価式モラルシンキング尺度の関係

○多根井重晴（日本薬科大学） 岡村季光（奈良学園大学）
豊田弘司（追手門学院大学）

キーワード：薬学生，学習習得度，自己評価式モラルシンキング尺度

問題と目的

国家試験や資格に伴う専門的知識の習得は，高

等教育における重要な課題である。例えば，薬学

教育においては，学校教育法および薬剤師法の改

正により， 年から薬学部における 年制課

程が新設された。この新制度の導入により，

年には 年制課程を修了した者を対象とした新

薬剤師国家試験が実施された。そこでは，臨床現

場で求められる医療の質を担保するため，薬剤師

国家試験の出題範囲は７領域９科目 物理・化学・

生物，衛生，薬理等 の専門分野から合計 問

が出題されることとなった（江田 ）。それ

故，薬学部生には膨大な専門知識及び技能の習得

が必須とされ，効率的な学習が求められるように

なってきた。そこで，著者らは，第 回総会で大

学生における薬学に関する専門用語の記憶定着に

及ぼす反復学習の効果を明らかにしたのである。

一方，薬学生は国家資格を取得していないため，

年次の長期実務実習期間中に臨床現場で調剤業

務に従事することは薬剤師法第 条の規定に違

反することから，主に知識を評価する客観試験

と，技能・態度を

評価する客観的臨床能力試験

を実施するこ

とで学生の知識・技能・態度が一定のレベルに到

達していることを保証するとともに，違法性阻却

事由についても担保している。また， の問題

は各分野で取り扱われる重要なキーワード，項目

についての基本的知識を問うレベルとなっており，

薬学部 年次までに学んだ基礎知識を充分に身に

つけていれば，特別な準備学習をしなくても正答

率 ～ となるような問題を出題することを目

安にしている。

さらに， の問題は五肢択一形式を採用して

いるとともに， 題の解答時間が 分以内となる

ように出題されている。一方，池田ら（ ）は，

第 回総会で自己評価式モラルシンキング尺度

の開発を発表しているが，文部科学省中央教育審

議会は 年に提出した答申のなかで，キャリ

ア教育を「一人一人の社会的・職業的自立に向け，

必要な基盤となる能力や態度を育てることを通し

て，キャリア発達を促す教育」と定義している。

以上のことを踏まえ，本報では薬学生の学習習得

度と自己評価式モラルシンキング尺度の関係を検

討する。 
方 法

調査対象 薬学部の大学 年生 名。 
調査内容 池田らが開発した調査票を用い調査

対象者に以下の項目に関する質問をし，回答を求

めた。①クリティカルシンキング（以下，クリテ

ィカル）について，物事に対する態度や考え方に

関する 項目（例，いろいろな立場を考え合わせ

る）②モラルシンキング（以下，モラル）につい

て，自分の行動に関する 項目（例，ルールに基

づいて自分の意見を言う）③キャリア基礎力（以

下，キャリア）について，行動・活動するときの

自分の態度に関する 項目（例，目標を達成する

ために，現時点ですべきことを的確に把握できる）

学習習得度については，暗記科目である薬事関

係法規を採用した。ここで，演習 ではマークシ

ート形式による選択肢試験（ 問 分，国家試

験レベル）とした。また，演習 ではマークシー

ト形式による五肢択一試験（ 問 分，ＣＢＴ

レベル）とした。

結果と考察

キャリア尺度得点と演習 との間に正の相関が

認められたが，どの尺度得点との間にも同じ程度

の相関が認められる。この結果は， つの能力が

いずれも演習 の成績に反映されていることを示

している。一方，演習 では，モラルとの相関が

高くなっている。したがって，演習 と演習 の

質的な違いのあることがうかがえる。これらの違

いを考慮し，学生に育成すべき能力を検討するこ

とが今後の課題である。

習得度とモラルシンキングにおける

各尺度との関係（ｒ）
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女子大学の教員養成における に対する認識と講義による変容

○田爪宏二（京都教育大学） 高垣マユミ（津田塾大学）

キーワード：持続可能な開発目標（ ），教員養成

「持続可能な開発のための アジェンダ＝

」は，日本においても社会的な関心事項であ

り，我が国においても啓蒙され，科学・環境領域

などを対象とした取り組みが進められてきている

（長岡 浅利 など）。しかし，これ

らの領域以外を専門とする女子大学の教員養成に

おいても同様に，将来持続可能な社会の担い手と

なる子どもたちに に関する適切な意識や知

識を育てることが求められ，そのような力を持っ

た教師を養成する必要性は高いと考えられる。そ

こで本研究では，科学・環境領域以外の学科の女

子大学の教員養成において の講義を行い，

講義の前後で， に関する認識がいかに変容す

るかを検討することを目的とする。

方 法

調査方法・対象 ４年制の私立女子大学において

教職科目を受講する学生に に関する 分の

講義を 回行った。その前後に質問紙を実施し，

両方への回答が得られた 名を分析対象とした。

質問項目 質問紙において， の の目標に

ついて説明した。各目標について つの設問：

関心度（興味があるか）， 認知度（知っている

か）， 取組みのイメージ（日本では取組みがな

されていると思うか）を設け，それぞれ 件法で

質問し，得点化した。

結果と考察

因子分析 つの設問及び講義の前後のデータを

総合して因子分析（主因子法，プロマクス回転解

法）を行い， 因子を得た。各因子に対して因子

負荷量 以上の項目を因子項目とした 。

因子項目の得点の平均値を尺度得点とした。

項目間及び講義前後の比較 尺度得点

を従属変数として，設問ごとに因子 ×調査時期

（ 講義前／後）の参加者内 要因分散分析を行

った。いずれの設問においても両要因の主効果が

有意であり，調査時期については，講義後は講義

前よりも得点が高かった。調査時期の主効果につ

いては， 関心度では「平等・公正」＞「福祉・

教育」＞「自然環境」「産業・経済」の順で得点が

高かった。 認知度では交互作用が有意であり，

講義前は「平等・公正」＞「自然環境」「産業・経

済」，及び「福祉・教育」＞「産業・経済」の順で

得点が高かった。講義後においては「平等・公正」

「自然環境」＞「産業・経済」の順で得点が高か

った。 取組みのイメージでは「福祉・教育」＞

「平等・公正」「自然環境」の順で得点が高かった。

まとめ 因子のまとまりの傾向から，科学・環境

領域以外の学科の女子大生の に対するイメ

ージは，教育やその対象である子どもに関する問

題，身近な生活に関する問題，さらに自然や地球

といった問題によって区分されていることが窺わ

れる。また，「平等・公正」についての関心度及び

認知度が高く，「福祉・教育」についての取組みの

イメージが強いといえる。さらに，講義において

は「 の全般的な内容と日本企業の先進的な取

り組み」を説明したが，講義後は， に対する

イメージは向上し，ジェンダー平等や世界の貧困

などに関心の高い女子大生が，視野を広げ，「自然

環境」に関する認知度が大きく上昇したことが明

らかにされた。のイメージについての因子項目
因子Ⅰ．平等・公正：差別の撤廃，平等・公正な社会の実現

(α=.874) 
10 人や国の不平等をなくそう／5 ジェンダー平等を実現
しよう／1貧困をなくそう／16平和と公正をすべての人に 

因子Ⅱ．自然環境：自然や地球環境の保全(α=.878) 
14 海の豊かさを守ろう／15 陸の豊かさも守ろう／13 気
候変動に具体的な対策を 

因子Ⅲ．福祉・教育：福祉や教育の向上(α=.857) 
2 飢餓をゼロに／3 すべての人に保健と福祉を／6 安全
な水とトイレを世界中に／4質の高い教育をみんなに 

因子Ⅳ．産業・経済：産業や経済活動(α=.876) 
9 産業と技術革新の基盤をつくろう／8 働きがいも経済
成長も／17パートナーシップで目標を達成しよう／11住
み続けられるまちづくりを／12 つくる責任つかう責任／7
エネルギーをみんなに，そしてクリーンに 
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各設問，因子，講義前後ごと得点の差異 
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