
日本語日本文學 第四十五輯 

2016 年 7 月，頁 117-138 
本文 2015.11.25 收稿，2016.4.22 最終稿受理，2016.5.30 通過刊登 

 

初級日本語学習者の長期的学習ストラテジーの使用について 

―非専攻の学習者を例として― 

 

郭毓芳 

 

要旨 

 

本研究は非日本語専攻の初級学習者を研究対象とし、時系列を軸に学習者

における学習ストラテジーの使用とその使用の変化を解明することを目的と

する。具体的には、回想法というインタビュー調査法を通して考察する。 

分析方法として、Tsuda（2005）が提唱する「学習ストラテジーの階層的

枠組み」に基づき、6 名の学習者の学習ストラテジー使用状況を分析した。

Tsuda（2005）は学習ストラテジーの階層的枠組みを初心者から自律した学習

者に至るまでの学習者の成長段階と示し、学習ストラテジーの性質をタスク

レベル、相互作用レベル及びメタ（包括的）レベルの 3 つのレベルに分ける。

分析結果を以下のようにまとめた。（1）学習者における学習ストラテジーの

使用とその変化は a.タスクレベル、相互作用レベルの使用からメタ（包括的）

レベルも含めた全レベルの使用 b.終始一貫全レベルの使用 c.終始一貫タスク

レベルの使用、合計 3 つのパターンが現われた。（2）日本語習熟度の高い学

習者は習熟度の低い学習者に比べ、学習ストラテジーの使用はより高い階層

に到達し、より多くの学習ストラテジーを使用していることが見られた。（3）

学習者全員は第 1 回調査からすでにタスクレベルの学習ストラテジーを使用

している結果となった。その原因として、彼らは日本語を学習する前に、す

でに他の科目でタスクレベルの学習ストラテジーを習得して使用している可

能性がある。 
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初級日語學習者之長期的學習策略的使用 

―以非日語相關科系的學習者為例― 

 

郭毓芳 

 

摘要 

 

本研究是以非日語相關科系的初級學習者為研究對象，從時間軸的角度來

探討學習者所使用的學習策略以及所產生的變化為研究目的。以往很多研究是

運用量化的問卷調查來進行，本研究是以質性研究的回想法面談方式來進行研

究調查。 

本研究是透過 Tsuda（2005）所提出的「學習策略的層級架構」，來分析 6

名學習者的學習策略之使用狀況。Tsuda（2005）將學習策略的層級架構從初學

者到熟習者之學習成長階段作為各層級的基礎，依學習策略的性質將學習策略

的層級架構分為課題層級、相互作用層級以及後設(全面性)層級等三種層級。

研究結果發現：（1）學習者的學習策略使用及其變化分別為 a.從課題層級、相

互作用層級的使用到包含後設(全面性)層級之全層級的使用 b.自始至終為全層

級的使用。c.自始至終為課題層級的使用；合計共 3 種形式。（2）與日語熟練

度較低的學習者相比，日語熟練度較高的學習者之學習策略的使用，比較能夠

達到較高的學習策略層級，且所使用的學習策略也較為多元。（3）學習者在第

一次的調查時，便會使用課題層級的學習策略來學習日語。其理由可能是他們

在學習日語之前，在學習其他學科時就已經學會了課題層級的學習策略並且已

經使用它們了。 
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An Investigation of Long-Term Learning Strategies for 

Elementary Non-majoring Japanese Learners 

 

Kuo, Yu-Fang

 

 

Abstract 

 

This research examines learning strategies as well as the corresponding strategy 

changes over time for non-majoring elementary learners of Japanese. In previous 

studies, researchers have utilized quantitative questionnaire surveys to analyze 

learning strategies. This research utilizes interviews of qualitative recollective 

studies for investigation of learning strategies. 

The author analyzes the learning strategies of six students based on the 

hierarchical framework of learning strategies from Tsuda (2005). Tsuda classifies 

three levels of hierarchical framework for learning strategies in terms of learning 

curves from elementary to advanced learners. The results indicated that (1) there are 

three types of learning strategies and the corresponding changes are: (a) transition of 

strategies from task level, mutual level, and meta (comprehensive) level, (b) task 

level, mutual level, meta (comprehensive) level, all levels, and (c) only task level. (2) 

Students with higher Japanese proficiency levels can conduct higher levels of 

learning strategies and usually use multiple strategies compared to those with lower 

Japanese proficiency levels. (3) Interviews in this study reveal that some students 

already knew how to use task level learning strategies. The reason might be that 

they had learned and used task level learning strategies through other subjects 

before learning Japanese.  
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