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〔展　望 〕

学校 に お け る暴力 ・ い じめ 防止 プ ロ グラ ム の 動向
一

学校 ・学級 単位 で の取 り組 み 一

松 　尾　直　博
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　学校 に お け る 暴力 ・い じめ の 問題 は，非常 に 深刻 な問題で あ る 。 被害 者だ けで な く， 加害者，周囲で

み て い る子 どもに も悪 影響が考 え られ る 。 こ れ か らの ス ク
ール カ ウ ン セ ラ ーや 学校心 理 士 に は

， 暴 力 ・

い じ め が起 こ っ た後 の ア フ タ ーケ ア だ け で な く， そ う した 問題 を予防す る た め の プ ロ グ ラ ム の 立 案 と実

行 に 関 わ る こ と が 期待 さ れ る 。 本論 文 で は ， 学校 に お け る 暴 力 ・い じ め 防止 プ ロ グ ラ ム に 関す る研 究 を

概観 し ， その 成果 と問題点 を考察す る こ と を目的 と した 。 最近 に な っ て ， 世界 各国 で 数 多 くの暴 力
・い

じ め 防止 プ ロ グ ラ ム が 開発 さ れ て お り，様 々 な結果が 報告 さ れ て い る 。 そ れ らの プ ロ グ ラム は心理学 の

基礎理論 ， 実証的研究の結果 を基 に 開発 さ れ て お り， 問題意識 を 高 め る 取 り組 み ， 社会 的 ス キ ル ト レ ー

ニ ン グ，社会的問題解決，感情 の コ ン ト ロ ール
， 仲 間の 力 を使 っ た援助 な ど の プ ロ グ ラ ム が 開発 さ れ て

い る 。 最後 に 関係性 攻撃，能 動的 攻撃 に つ い て の 対 策 ， 暴 力 ・い じ め 防止 に お い て 学校が 果 た す べ き役

割 と可能性に つ い て 考察 を行 っ た 。

　キ ーワー ド ：暴 力 ，
い じめ，社 会的 ス キ ル トレ

ー
ニ ン グ，社会的問題解決 ， 感情の コ ン トロ

ー
ル

は じ め に

学校に お ける暴力 ・い じめ

　近年，日本に お い て 児童生徒の 「暴力行為 」の 問題

が 社会 で 注 目 さ れ る よ うに な っ て い る 。 暴力行 為 は ，

か つ て は 「校 内暴 力」と呼 ばれ て い た もの で あ る 。 1980

年代は じ め か ら中頃 に か け て 「荒 れ る学校 」 の 問題 と

して 注 目 さ れ て い た 校内暴力は ， そ の 後 い じめ や不 登

校 な ど の 問題 が 注 目 さ れ る中 ， そ れ ほ ど 焦点が 当 て ら

れ な くな っ て い た。と こ ろが ，1990 年代後半 に な り ，

ナ イ フ を使 っ た事件が学校 で相次 い だ こ とな ど もあ り，

大 き な 注 目を再び 集め る よ う に な っ た。校 内暴 力 は

1987年度以 降，統計上 一
貫 して 増加 し続 け て お り ， 社

会 か ら注 目 を集 める以前か ら学校 に お い て は非常 に深

刻な 問題 に発展 し て い た （樺 澤，2002）。な お ，1998 年か

ら は 学校外で の 暴力の統計を加 え ， 小学校児童 の 統計

も加 え た 「暴力行為」の 統計が発表さ れ て い る 。 暴力

行為 は
， 「生 徒間暴力」「対教師暴 力」 「対 人 暴力 （生徒

間暴力 と対 教 師暴 力を 除 く）」「器 物損壊 」に 分類 さ れ る 。 そ

の 中で 最 も多数を占め る の が生徒 間暴 力 である。また，

現 代 の 学校教育 の 問題 を語る 上 で ， 「い じ め」は頻繁 に

で て くるキ
ー

ワ
ードで あ る 。 1980年代か ら教育の 現場
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で 焦 点 を当 て られ る よ うに な っ た い じめ 問題は ，
こ こ

数年 は発表 さ れ た発生 件数 で は 減 少傾 向 に あ る が ， 21

世紀 に 入 っ て も い ま な お 深刻 な問題 と して 取 り上 げら

れ て い る 。

　暴 力 ・い じめ の 被害 に あ っ た 子 ど も は ， 身体的な 痛

手だ け で な く， 心 理的 な傷 の 影響 も大 き い
。 PTSD を

は じ め と す る 不安 や恐怖 な どの 感 情的 な乱れ，自尊心

の 低 下，他者 に 対す る 認知 の 変化 ， 不 登校 ， 自殺 な ど

の 危険性 が 指 摘 さ れ て い る （下 村，1996 ； Bernstein ＆

NVatson，　1997）。また，暴 力 や い じ め の 被害に あ っ た 子 ど

も が ， 後 に加害者 に な る問題 も指摘 さ れ て い る （Hazler

＆ Carney，2000； 家庭 裁 判所 調査 官 研 修所，200エ）。 暴力 。い

じめ の 加害者 と な る 子 ど もの 心 理 に も注 目が集ま っ て

い る 。 加 害者 の 持 つ 攻撃性 の 高 さ は，そ の ま ま適切 な

援助が行われず成人 に 達 した場 合は ， 様々 な犯罪， ド

メ ス テ ィ ッ ク ・バ イ オ レ ン ス ，児童虐待 な ど に っ なが

る危険性 も指摘 さ れ て い る （Elliott＆ Kilpatrlck、1994 ；

Colvin，　Tobin ，　Beard，　Hagan ．＆ Sprague ．1998 ）。 さ ら に ，

暴力 ・い じめ を目撃 し た 周 りの 子 ど も に 対 す る 影響 も

懸念 さ れ て い る 。 学校が安全感 ， 安 心感を保 障 された

場所 で は 無 い と い う 認 識 は ， 当事者 だ け で な く多 く の

子 ども に 悪影響 を与 え る と考 え ら れ （Sandhu ，2000 ），

Newman ，　Horne，＆ Bartolomucci （2000）で は 「傍観

的被害者 bystander　v 量ctlm 」 の 問題 を取 り上 げ て い る 。
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暴 力 ・い じめ に 関す る研究 と実践の 問題点

　 こ の よ うに暴力 ・い じ め の 問題 は，日本 の 教育 の 中

で も 重 大 な 課題 で あ る
。

こ れ らの 現象に は 子 ど もの 心

理 的問題が大 き く関わ っ て い る こ と か ら ， 心理学 に 関

す る 期 待 も大 き い
。 日本で 近 年始 ま っ た 公 立学校 に お

け る ス ク
ー

ル カ ウ ン セ ラ
ー

事業 の 目的 に は ， 不登校に

加えて 「い じめ」 と 「暴力行為 」に対 し て 何ら か の 効

果 を上 げ る こ と を 期待す る趣 旨の こ と が 述 べ ら れ て い

る （文部 省 中等 科高 等学校 課，1998）。そ の ス ク
ー

ル カ ウ ン セ

ラ ーと し て ，臨床 心理士，学校心理 士 な ど の 心 理 学 の

知識 ，理論 ， 技術 を身 に つ け て い る 人 材が 登 用 さ れ て

い る こ と を考え て も ， 心 理 学に対す る期 待 の 高 さ が 伺

え る 。

　 しか し，現 時点 で は十分 に そ の 期 待に 応 え て い る と

は言 い 難 い 。そ の 理 由の ひ と つ と し て は ，日本 の カ ウ

ン セ リ ン グ が ， 暴 力 ・い じ め の 「加 害」 の ような問題

行動 に つ い て 十分な研究 と実践 が な され て い な い こ と

が挙 げら れ る。もう ひ と つ の 理 由 と し て は ， 暴力
・い

じめ行為 に 対 す る 日本の カ ウ ン セ リ ン グ の 貢献が ，「個

人」 に 対 し て 「ア フ ター ・ケ ア 」的 な 援助 に と ど ま っ

て い る こ とが 多 い か ら だ と思 わ れ る
。 ア メ リカ 合衆国

の ス ク ー
ル カ ウ ン セ ラ

ー
で あ っ て も ， 暴 力 ・い じ め の

予 防的取 り組 み に お い て は ， 十分 で な い と い う指摘 も

あ る （Sandhu，2000）。
い じ め や 暴力行為が 行われた後 に ，

そ の 被害 を受 け た 子 ど も や 問題を起 ζした子 ども とカ

ウ ン セ リ ン グ を す る こ と は 重要 で あ る が
， 問題の発生

そ の も の を防止 す る，積 極的 な方法 も不可欠で ある，

　 ス ク ー
ル カ ウ ン セ リン グ の 歴史の 長 い ア メ リ カ合衆

国 に お け る 変遷 を見て も ， 心理 の 専門家 に 対 す る 期 待

は 個 別 の 治療 的な 関わ りか ら，学校全体 に 対 す る 予 防

的 ， 開発的な関わ り の 立 案 と実施 へ と シ フ ト し て い る

（亀 凵 ，2000 ；村上 ・上地，2001）。 また ， 海外 の暴力 に 関す

る研 究 に お い て も，徐 々 に で は あ る が 予防 に 関す る 研

究が 増 えつ つ あ る （Ac 。 sta ，　Albus ，　 Reynolds ．　Spriggs，＆

Weist，2001）。 日本に お い て もス ク
ー

ル カ ウ ン セ ラ ーや

学校心理士 に 対 し て ，今後 ま す ま す 予 防的，開発的 な

プ ロ グ ラ ム の 立案 と実施 が求め ら れ る こ と は 予想 され

る 。 また，そ の 期 待に 応 え る こ と に よ り，暴 力行為 ・

い じめ の 発生件数 を 減少 さ せ る と い う こ とが で き る と

思 わ れ る 。

　本研究の 目的 は ，日本 の 学校に お け る暴力 ・い じ め

防 止 プ ロ グ ラ ム の 開発の た め に ， 国 内外 の 関連 す る研

究 を概観 し， そ の成果 と課題 に つ い て 考 察す る こ と で

あ る。特に ， 今後 日本 に お い て 成果 が 期 待 さ れ る ， 行

動 ， 認知 ， 感情 を育 てる直接的なプ ロ グ ラ ム に つ い て

焦点 を当 て る 。

用語の 定義

　本 研究 に お い て は ， 「暴力 violence 」 を余語 （1999），

濱 嶋 ・竹 内 ・石 川 （1997 ） を参考 に 「個人 ，ま た は集団

に 対 す る身体 的加害。個人 ， また は集団の 所有物 に 対

す る加害 も含 む」 と定義す る 。 心理 的加害を暴力 に 含

め る 場合 も あ る が ， 本研究 に お い て は 身体 的暴力（た た

く，蹴 る，もの を破 壊 す る な ど ） に 限定 して使用 す る 。 関連

す る概念 と し て 「攻撃 aggression 」は ， 本研究 に お い

て は 大渕 （1999）の 定義を使用 し ， 「他 の 個体 に 対 して 危

害 を加 え よ う と意図さ れ た 行動」 と定義 す る。 こ の場

合 は ， 暴力 （身体 的攻 撃）だ け で な く，言 語的攻撃 （悪 口

を言 う，こ とば に よ る 脅 し）， 間接的攻撃 （仲 間 は ず れ に す る ）

も包括す る。本研 究 に お い て 「い じ め bullying」 は ，

Sharp＆ Smith （1994 ），　 Newman 　et　al ．（2000）
，
　 Rigby

（2001）な ど を参考 に ，「個人 ， また は集団が，特定の個

人，ま た は 集団 に 対 し て 意 図的 に ， 継続的 に ，繰 り返

し，一
方的 に 行 う攻撃」 と定義す る。攻撃 の 形態 と し

て は ， 暴力 ， 言語的攻撃，間接的 攻撃 の 全 て を含 む 。

　本研究で 扱 う 「暴 力」 と 「い じめ 」は次の よ うな関

係 に あ る。 暴力 は身体的 な攻撃で あ る が ， い じ め は 身

体的，言語 的，間 接的攻撃の 全て の 形態を含む。暴力

は一
過性で 対等な 力関係の 中で も起 こ りう る が ，

い じ

め は継続的 ， 反復的で あ り，か つ 不 均衡 な力関係 の 中

で の み行わ れ る もの で あ る と 区別 す る 。 ま た ， 「攻撃 」

も
一

過性で対 等 な力関係 の 中で も起 こ りう る が，い じ

めは継続的 ， 反復 的で あ り，か つ 不均衡な力 関係 の 中

で の み 行 わ れ る も の で あ る と 区別 す る。

い じめ に 取 り組む意識 を高め る活動

い じ め の 定義と 「い じめ神話」

　 い じめ問題 に 介入 し た り予 防す る た め に は，まず い

じ め を 正 確 に 理 解 し ， そ れ に 気 づ く風 土 を形成 し な け

れ ば な ら な い
。 「い じめ」とい う用語は 日常用語か ら生

ま れ た もの であ り， 教育 や心理学 の 専門用語 と して 扱

わ れ る よ うに な っ た 現在で さ え曖昧 さ が 残 る。「い じめ

られ て い る側が い じ め だ と思 えば，す べ て い じめ だ」

「あ れ は い じ め で は な く，ふ ざ け て い る だ け だ 」 な ど ，

ひ と つ の 出来事 に 対 して もそ れ を 「い じ め 」 とす る か，

そ うで な い とす る か は意見が 分か れ る と こ ろ で あ る。

　Sharp＆ Smith （1994 ）で は
， 意識 の 向上 と対策作成

の 導入段階 と し て，「い じめ を定義 す る」と い う活動を

設 定 し て い る 。い じ め の 定義 の 相違 点 に つ い て グ ル ー

プ で 討論 す る こ と に よ っ て ， 自分の 考えを確認 し，共

通 理 解 が 促 さ れ る と さ れ て い る。Newman 　 et　 al．
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（2000） で は，生徒 向 け の 活動 と し て
“Framing 　 the

Bully
”

を挙 げて い る。配布 さ れ た用紙 に ， 絵や記 号，

文字 を使 っ て 「い じ め」 を定義す る よ うに 求め る 。 そ

れ を使 っ て 生徒 に 「い じ め 」の 定義 に つ い て 議論を さ

せ ， 教 師 の 質問 な ど を加 え て い じめ に 対 す る認 識 を高

め よ う とす る 活動 で あ る 。

　日本 に お い て は ，
い じめ に 関 す る裁判の判決文を教

材 と して 使 っ た授業が 広 が っ て きて い る。梅野 ・釆女

（2001）は，判 決文 を使 っ た 授業で 「い じめ と は何 か ？」

を 考 え さ せ る発 問 を行 い ，文部省，警察 白書 ， 裁判 の

判決文 に お け る定義資料 な ど も有 効 に 活 用 し て ，
い じ

め の 定義に つ い て の認識 を高め る授業 を紹介 して い る 。

　 い じめ の 定義 に つ い て 理 解を 深 め る活 動 を行 う こ と

は ， 改善 して い こ う とす る問題 の タ
ーゲ ッ ト を絞 る 意

味 で 重要で あ る 。 それ に 加 えて 「い じ め と は何か 」を

集団 で 本音で 語 る こ と 自体 に ， 大 きな意義 が あ る と思

わ れ る 。 教師や 児童生徒の い じ め に つ い て の 認識 の ず

れ が ，
い じめ を生み 出し た り，適切な援助 を妨 げて い

る可能性が あ る 。
い じめ の 定義の 話 し合 い に よ っ て ，

自分 と は違 う認識の仕方や ， 自分 の 認識 の 歪み に 気づ

くこ と に よ り， い じ め 防止 の 第一歩 は 始 ま っ て い る と

思わ れ る。

　 い じ め に 関す る 誤 っ た理解が い じ め を増幅さ せ た り，

維持 さ せ た り し て い る と い う指 摘 が あ る 。 例 え ば ，

Newman 　et　al ．（2000） は 「い じめ に よ っ て い じめ られ

た 側の 自立 心 を うな が す こ と も あ る 」「加害者 が い じめ

を し た 原因は 主 に 家庭 に あ るの で ， 学校で で き る こ と

は ほ と ん ど な い 」な どの 「神話」 に よ っ て，教師が い

じめ に 取 り組 まな い こ と が あ る と指摘 して い る 。 こ れ

に 対 して 「恐怖 心 で 自立 心 は養え な い
。

い じめ で はな

く， 適切 な ス キ ル を身 に つ け さ せ る こ と を しなければ

い け な い 」「家庭の 影 響力 が大 き い こ と は事実だ が ， 学

校 で 身 に つ けられ る こ と もた くさん あ る」 と い っ た 見

解 を示 し， 教 師 の 考 え方の 歪 み を修正 す る 試 み を して

い る 。 Elliott＆ Kilpatrick（1994）の プ ロ グ ラ ム に お い

て も ， 「い じ め は問題 か ？」と い うエ ク サ サ イ ズ に お い

て ，い じめ に 関す る誤 っ た認識を修正 す る 活動 が 行わ

れ る。「い じめは人格形成 に つ な が る」「い じめ で
一

人

前の 男に な る もの だ」な ど の 考 え 方 に つ い て 話 し合 い

を行 い
， 認識の修正 を試み て い る 。

　 「い じ め神話」を教師や保護者 ， 子 ど もが持 つ こ と に

よ っ て，い じめ る側 の子 ど もは 自己 の 行動 を正 当化 し，

い じめを始 めた り，
い じめ を続け る 。

い じめ られた側

は ， ま す ま す 自分の 弱 さ を責 め，そ の よ うな神話を持 っ

て い る人に 相談 し た く な く な る で あ ろ う。 こ うした状

況 は ， ま す ま す い じめ が 深刻化，長期化 する危険性 を

高め る と思 わ れ る 。 こ の よ うな い じめ神話の持 つ 危険

性 を把握 し，教師，保護者 ， 児童 生徒 の 神話 を修正 す

る こ と は ， 学校 ・学級単 位で の取 り組 み の初期の段階

と し て 重要 と な る と 思われ る 。

学校 ・学級の方針 を決 め る

　学校 ・学級 単位で の い じ め 防止 プ ロ グ ラ ム に お い て

は ， 組織全体 の 方針 を決 め ，そ れ を示 す こ とを重要視

して い る 。 Rigby （2001） は
，

い じ め に 取 り組む 活動 の

中で 「反 い じ め 方針　Anti−Bullying　Policy」を作成す

る こ と を挙 げて い る 。 そ の 中 に は ，   い じめ に 対す る

学校の 立場 に つ い て の 強 い 声明 ，   い じ め の 簡 潔 な 定

義，  学校 コ ミ ュ ニ テ ィ に 属 す る個人 に は ，
い じめの

被害 に 遭わ ず に ，
い じ め られ た場合は 援助 と サ ポー ト

を受 ける権 利 が あ る こ と に つ い て の 宣 言 ，  学校 コ

ミ ュ ニ テ ィ の メ ン バ ー
の も つ 責任に つ い て の 声明 ；い

か な る方法で も自分 自身 の 判 断 で い じ め を行 わ な い ；

い じ め が 起 こ っ た と き に は 積極 的 に や め さ せ る ；い じ

め られ た 人 に 対 し て サ ポートす る，  い じ め に 対 し て

学校が どの よ うに 対処 す る か に つ い て の 全般 的 な 記述，

  方針をあ る 時点 で 評 価す る こ と の 約束 ， を含 め る こ

とを勧め て い る 。

　 Newman 　et 　al．（2000） は ，
い じめ を予防す る上で 重

要 な ル ール と し て ，あ ら ゆ る い じめを い っ さ い 許さ な

い と す る 「い じめ非 容認 方針　zero 　tolerance　policy 」

を挙げて い る 。 子 どもは どの程度の レ ベ ル の攻撃で あ

れ ば 教 師 は 許 し て く れ る か の 制 限 を見 定め よ うとす る 。

したが っ て ，い か に軽 い い ．じめ で あ っ て も教 師 が そ れ

を 認 め て し ま えば，い じ め は 容易 に 悪化 す る と考 えら

れ る 。 逆に ， 軽 い い じめ で あ っ て も教師が 「絶対 に い

か な る い じ め も容認 しな い 」 とい う態度 を 示 せ ば ， そ

れ は 深刻 な い じ め の 発生 に 対 し て 予防 的な強 い 影響力

を持 つ と い う考 え方 で あ る 。 滝（2001a）も ， 教職 員 が 一

致団結 し て 真剣 に い じ め に 取 り組 む姿勢 を持 つ だ けで

も，い じめ 防止 に 意味が あ る と述 べ て い る 。 Newman

etal ．（2000）は ， 学級 で の規則を作 り，維持 す るた め の

規則 と して ，「明確で ，行動的な用語 に よ り規則 を定め

る」「何 をして は な らな い か よ りも ， 何 をす る べ きか を

示 す」「そ れ ぞ れ の 規則 が必要 な理 由を説明で き る よ う

に す る」「規則 の 作成 ， 修正 ，実施 に お い て ，児童生徒

が積極的 な役 割を果 た す よ うに促す」「規則 が公平 で ，

等 し く適用 さ れ る よう に す る」な どの 項 目を挙 げて い

る 。 児童生徒が 納得で き る 規 則 を 公 平 に ，

一
貫 し て 適

用 す る こ と が 重要で ある 。 さ ら に ， そ の規則 に対す る

自我関 与を高め る必要 が あ る 。
い じ め を防止 す る た め
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に ，自分 が何が で き る か を書 か せ た り，規則 に従 う こ

と を宣誓 した文書 に 署名 させ る な どの 試み が な されて

い る （Newman 　et　aL ，2000 ；Rigby，2001）Q

行動 ・認知 ・感情 を育て る 直接的プ ロ グラ ム

プ ロ グ ラ ム を学校で 行 う意義

　 文部 省中等科高等学校課 （2000，2001 ）の 報告 で は ， 日

本 の い じ め対策 と し て標語や ポ ス タ
ー

，
パ ン フ レ ッ ト

の作成や 配布，講 演会 の 実施 な どの 啓発活動，ボ ラ ン

テ ィ ア 経験 や地域 の 人 と子 ど も と の 交流な ど の 心 を豊

か に す る活動が多 く行わ れ て い る。一方，海外 の暴力・

い じめ 防止 プ ロ グ ラ ム で は，心理学 の 知見 を基 に し て ，

直 接的に 子 ど もが い じめや暴 力 を行 わ な い よ うな行

動 ・認知 ・感情を育 て る 活動 を積極的 に 行 っ て い る 。

　 こ の よ うな活動 に お い て ， 特定の タ イ プ の 子 ど もだ

け の 集 団 で プ ロ グ ラ ム を実施す る よ りも ， 暴 力 ・い じ

め の 加 害者 ， 被害者，傍観 者 の よ うな異な る タ イ プ の

子 ど も が い た 方 が 効 果 的 で あ る と い う指摘 が あ る

（Newman 　et　 a ］．，2000 ；Teglase ＆ R 。 thman ，2000）。 同質の

子 ど もだ け を集め た 活動で は，違 う立場 に い る 子 ど も

の 視点 や意見を思 い つ か ずに ，自己弁護 的な発想 に 偏

る こ と が あ る 。 通 常の 学校 ， 学級 に は加害者 ， 被害者 ，

傍観者の 三 者が い る こ とが 多 い
。 ま た ， 予 防 と い う こ

と を考 え た 場 合 は，将 来的 に こ の 三 者 の い ずれ に も成

る 可能性 の あ る 子 どもが 含 ま れ て い る。様々 な子 ど も

が い る こ とは ， 時に は 不利 に は た ら くこ と （違 う立場 の

人 の 心情 に 共感 し に くい な ど）も あ る が ，逆 に よ い 効果 を 生

む こ と もあ り， こ の 意 味 で も学校 ・学級単位で 暴 力 ・

い じ め 防止 に 取 り組 む こ との 意味が あ る と 思 わ れ る

（Teglasi ＆ Rothman ，2000）。さ ら に ，多 くの プ ロ グ ラ ム

が 10回以上 の セ ッ シ ョ ン数 を必 要 と して お り （Lawlcr，
200の，

こ の意味で も学校 の 場 で プ ロ グ ラ ム を実施 す る

こ とが ， 現 実的か つ 効 果的 で あ る と 思 わ れ る 。

社会的ス キル ・トレー
ニ ン グ

　社会的 ス キ ル ・ト レ
ー

ニ ン グ 〔Sodal 　Skills　Training ；

以 下 SST ）は
， 行 動理 論の 考え方 を基 に ， 適切な ス キ ル

を獲 得 させ
， 不適切な ス キル を減 らす こ と に よ っ て 社

会性の 問題 の 改 善を 狙 う介入法で あ る 。 SST は ， 攻撃

的な 子 ど もや 引 っ 込 み 思 案な 子 ど もに 対 する援助 法 と

し て 発 展 し て きて い る （松尾，2000 ）。文部 科学省 は ， 最

近 の 暴 力行為増加の 理 由と し て ，「思 い を言葉に で きず

に
， 暴 力に訴え る 」事案 が 増加 した こ と を挙げて い る

（樺 澤，2002 ）。 こ うし た こ とか ら暴力防 止 の た め に は ， 不

適切 な ス キル を修 正 し ， 適切な ス キ ル を身 に つ け る こ

と が 有効 だ とい う発想が 生 ま れ る の は 自然な こ と で あ

ろ う （Bul］is，　Walker ，＆ Sprague，2001）。

　 暴力 に焦点 を当て た SST と し て Meyer，　 Farrell，
Bauers

，
　Kung

，
＆ Plybon （2000） は，思春期 の 子 ども

を対 象 と し て 学校 で 実施 す る RIPP （Responding　 in

Peaceful　 and 　Positive　Ways ） と い うプ ロ グ ラ ム を 開発 し

て い る 。 これ は 暴 力防止 を目的 と し た プ ロ グラ ム で あ

り， そ こ で も SST が取 り入 れ ら れ て い る。暴 力 的で な

い ス キ ル で 対人葛藤場面 に お け る 問題 を解決 す る ト

レ ーニ ン グが メ ン タル ・リハ ーサ ル や ロ ー
ル プ レ イを

用 い て行 わ れ る。RIPP の 開発 前 に 行 わ れ た Farre11，
Meyer

，
＆ Dahlberg （1996 ），　 Farrell

，
　Meyer ，＆ White

（1997）の 研 究で も ， プ ロ グ ラ ム に 暴 力的 で な い 方法 で の

関 わ り方 を促す ス キ ル トレ ーニ ン グが 組み 込 まれ て い

る 。 こ の プ ロ グ ラ ム の 実施の 結果 ， 特 に 男児 に 暴力 の

頻度 を低下 させ る効果があ っ た と報告 さ れ て い る 。

　 Lewis ，　Sugai，＆ Colvin （1998） は ， 小学校 に お い て

問題 行動 を減 ら す た め の 学校規 模 の SST を 行 い ，そ

の 結果 を評価 し て い る。SST は ， プ ロ グ ラ ム に よ っ て

設定 された学校 の 5 つ の規則 （「親切 に 」「安全 に 」 「協 力 し

て 」「敬 意 を持 っ て 」「友好 的 に 」）に 沿 う形 で ホ ーム ル ーム の

時間 に 5 日間に わ た っ て 説明 さ れ ， そ の 後教師 に よる

ス キ ル の提示 ，
ロ ー

ル プ レ イな ど に よ る ト レ
ー

ニ ン グ

が 3 週間続 く。そ の 後 は ， 教 科の 授業カ リキ ュ ラ ム に

組み 込 ま れ た 形 で 社会的ス キ ル と 規則 を意識 さ せ る活

動 が 続 く。 こ の よ う な SST と 問題 行動 が起 こ っ た と

き の 直接的介 入 を 組 み 合 わ せ た プ ロ グ ラ ム に よ り，問

題行動の 低減 に つ な が っ た こ と が報告さ れ て い る。

　 い じ め 防止 に お い て も， SST は 用 い ら れ て い る。

Monks ＆ Smith （2000） が 「い じめ は基本的に 人 間関

係 の 問題 で あ る」 と述べ て い るよ う に ，
い じめ と社会

的 ス キ ル の 関係 は 強 い と思 わ れ る。Colvin　et　a1，（1998 ）

は
，

い じ め の加害，い じめ の被害の両方に対 して，SST
が有益で な い か と述 べ て い る 。 Bosworth ，　Espeiage，＆
Simen （1999） は，中学 生 を 対象 に ，い じ め行動 と関連

が 深 い 要因 を探索す る研究を行 っ て い る 。 そ の 結果，
い じめ行動の程度 と 「暴力的 で な い 方略 を使 う自信 」

の 変 数が 有意 な 負 の 関係 に あ る こ と を見 出 して い る 。

つ ま り， 暴力 的 で な い 方略に よ っ て 葛藤状況 を解決 で

き る と い う自信 が ，
い じ め 行 動 を抑 制 す る可能性が 示

唆 さ れ て い る 。

　い じめ を行 う子 ど もの 中 に は ， 本来 な ら ば い じ め と

い う方 法 を 取 ら な くて も達成で き る 欲求 （優越感 を感 じ

た い ，ひ まつ ぶ し な ど ）に っ い て ， 社会的 ス キル が不足 し て

い る た め に い じめ を行 っ て し まう者 も い る と考 え ら れ

て い る 。
こ の よ うな 場 合 は，い じ め行動 に 置 き換わ る
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向社会的行動 を習得 させ る こ と に よ り，問題 は改善 さ

れ る と予想 さ れ る （Colvin　et 　al．，19981渡 辺 ，1999）。　 Rigby

（2001）は ，
い じめ の加害者 へ の 援助法 と し て ， 適切 な社

会的 ス キ ル を獲得 させ る こ と，社会的 に 望 ま し い 方法

で リ
ーダシ ッ プを発揮 した い 気持 ち や 他者 に 影響 を与

えた い 気持 ち を達成 さ せ る こ と を挙 げ て い る。

　 い じめ の 被害 を 回避 し，あ る い は被害 を 受 け た 場合

に 適切 に 対 処 する上 で も社会 的 ス キ ル は重要な役割を

果 た す 。 Newman 　et　al．（2000＞ は，い じめ被害を防止

す る社会的 ス キ ル と し て   自己提示 ス キ ル （視 線 ，姿 勢，

表情 な ど），  葛藤解決 ス キ ル ，   主張ス キ ル ，   対人 関

係 ス キ ル （チーム ワーク，協 同 な ど ）が 特 に 有用 だ と し て い

る 。 Sharp ＆ Smith（1994＞ は ，
い じめ られ て い る子 ど

もに 主張 ス キ ル を獲得さ せ る 活動 を紹介 して い る。さ

らに
， 脅 し に 抵抗す る ス キ ル や 援助 を 要請 す る ス キ ル

の獲得 も紹介 され て お り，自分 の権利を守 り ， 再被害

を防止 す る 上 で 重要 な方法 で あ る と 思 わ れ る。

　 森田
・滝 ・秦 ・星野

・若井 （1999） の 報告 に よ る と
，

少 な く と も日本の い じ め の 場合は親 し い 間柄 で 行 われ

る こ とが 多 い
。 親 し い 間柄 で い じ め が 行わ れ た 場合 は

ダ メージが大 き く （Whitesell＆ Harter．　19．　96），また解決

も よ り複雑で あ る 。 Meyer　et　al．（2000） の プ ロ グラ ム

で は，葛藤解決の 方法 と し て相手が友だ ち で な い 場 合

は ， 「避 ける」「無視す る 」 と い う方法が有効で あ る こ

と を示 し て い る。しか し，相手が 友だ ち の場合は す ぐ

に こ の方法を採 り ， 仲間集 団 か ら離 れ る こ とは勇気が

い る 。 も と も と親 し い 関係 の 中で 発生 しや す い 日本 の

よ うな い じ め の 場合，そ れ を防止 す る た め に は よ り複

雑 で ， 高 度な ス キ ル を身 に つ け る 必 要が あ る 。

社会的問題解決 の トレ
ー

ニ ン グ

　暴力 ・い じめ防止プ ロ グ ラ ム の 中 に
， 社会 的問題解

決 の トレ
ー

ニ ン グが 取 り入 れ られ る こ と も多い 。社 会

的 ス キ ル が 産 出され る 外 顕的 な行動 に 焦点を 当 て て い

る の に対 し て ， 社会的 問題 解決 はそれ を生み出す認知

的過程 に 焦点 を当て て い る 。 例 えば ， 代 表的 な理論 と

して ，Crick＆ Dodge （1994） の社会的情報処理 モ デ ル

が あ る。そ こ で は， 5 つ の ス テ ッ プ を経て 最終的 に社

会 的行動 が 実行 さ れ る と され て い る。多 くの 研究が 子

ど も の 攻撃 と社会的情報処理 の 問題 との 関係 を指 摘 し

て い る （渡 部，2000）。

　 こ うした基礎的研 究 を 基 に ，様々 な 介 入 プ ロ グ ラ ム

が開発 さ れ て い る。Shure（1992） は衝動的な 子 ど も と

行動抑制傾向の 強 い 子 ど もの 両 方 の 問題 改善 に 効果的

な ICPS （interpersonal 　cognitive 　problem−solving ） プ ロ グ

ラ ム を開発 して い る。ゲ ーム ，物語，人形遊び な ど を

用 い な が ら ， 適切 な問題解 決 を行 う力 を伸ばす活動が

紹介さ れ て い る 。 Frey，　Hirschstein，＆ Guzzo（2000）

は ア メ リカ合 衆 国 や カ ナ ダで 広 く用 い ら れ て い る

Second　Stepとい うプ ロ グラ ム を紹介 し て い る 。　 Sec−

ond 　Step は ， 攻撃を減 少 し，社会 的 コ ン ピ テ ン ス を高

め る こ とを狙 っ た プ ロ グ ラ ム で ある 。 プ ロ グ ラム は共

感性，社会的 問題解決，怒 りの マ ネ ジ メ ン ト を促 す内

容 を含ん で い る 。 社会 的問題解決 で は，  問題 の 認識 ，

  ブ レ ーン ス トーミ ン グ を使 っ た解 決，  解決法の評

価 ，   解決法 を 選択 ， 計画 ， 試行 す る ，   解決 が 機能

した場 合 に 評価 し，次 に す る こ と を考 え る ， と い っ た

ト レ ーニ ン グが行 われ る。

　Teglasi＆ Rothman （2000）は ， 小 学校 の 児童 を対象

に ，社会的問題解決の 改善に よ り攻撃的 行動 の 低 減を

狙 っ た STORIES （Structure，　Themes ，　Opening　and 　organ ．

izing　 communication ，　Reflection，　Individuality ，　Experiential

learning ，　Social　problem 　s・lving） と い うプ ロ グ ラ ム を開

発 して い る 。 す な わ ち ， 「構造化 」さ れた 「テ ーマ 」の

「物 語」を教材 と し て使 い ， 「個」の 意見の 尊重，「自由

か つ 組織 化 され た コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン 」を用 い て ， 物

語の登場人物の 気持ち に つ い て 「熟慮」 し ， 理 屈だ け

で な く実際に 「問題解決 」を 「体 験 しなが ら学 ん で い

く」 と い う活動 で あ る 。 物語 を 教 材 と して 使 う こ と は ，

日本 の 道 徳 の 授 業で も採 られ る方法で ある が ， それ を

社会的情報処理 の 観点 か ら社会的状況 を熟慮 さ せ る点

が 興味深 い
。

　 物語 に つ い て ， 「何が起 こ っ て い る の ？」「登場人物

は 何 を考え，ど う感 じ て い る の ？」「登場入物の 意 図や

目的 は 何 ？」「登場 人物 はそ うす る こ と で何 を成 し遂げ

よ う と し て い る の ？」 とい っ た質問 を行 う 。 こ の活動

は 児 童 を 4 人 ず つ の 小 集団 に 分 け，グ ル ープ デ ィ ス

カ ッ シ ョ ン を用 い な が ら学級単位で 行わ れ た 。 そ の 結

果 ， ク ラ ス の 児童 の 攻 撃 の 低減 に 効果が あ っ た こ と が

報告さ れ て い る 。

　 Hudley ，　Britsch，　Wakefield，　 Smith，　Demorat ，＆

Cho （1998） は，小 学生 に 対 して 帰属を修正 す る こ と に

焦点 を当 て た トレ ー
ニ ン グを行 い

， 仲間 に 対す る攻撃

行動の 減 少 の 効果 を報告 して い る。The 　BrainPower

Program と名付け ら れ た ト レ ーニ ン グ で は ，   社会的

状況 に お け る手が か り を正 確に 捉 え ， 解釈 し ， 分類 す

る こ と，  相手 が 自分 に 対 し て 敵対的で ， 意図的 に 不

快な こ と を した の で はな く，偶 然で あ る と帰属 す る こ

と，  原因が曖昧で 嫌 な結果 に 対 して ，適切 で ，攻撃

的 で な い 行動反 応を す る こ と ， が学校 で 行 わ れ る。そ

の 結果 ， もとも と攻撃 の 高か っ た 児童の う ち ト レ ー二
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ン グを受 けた群 は ， 問題 が改善 さ れ ， そ の効果 は 6 ヶ

月，12ヶ 月後 の フ ォ ロ ーア ッ プで も維持 さ れ て い た。

　 Bosworth ，　 Espelage
，
　 Dubay

，
　 Daytner，＆　Kar −

ageorge （2000） は，マ ル チ メ デ ィ ア を使 っ た 青年向け

の 暴力防止 プ ロ グ ラ ム を開発 し て い る 。 SMART （Stu−

dents　Managing 　and 　Resolution　Together）Talk は ，
コ ン

ピ ュ
ータ を使用 し た マ ル チ メ デ ィ ア 教 材 に よ り ， 対人

関係の 問題 を暴 力を用 い な い で い か に 適切 に 対 処 す る

か を学 ばせ る こ と を目的 と し て い る。ア ニ メ
ニ

シ ョ ン
，

ゲ
ー

ム
， 動 画 な ど を使用 し，パ ソ コ ン 世代の若者が ，

興味を持 っ て 取 り組 め るよ うに な っ て い る 。 プ ロ グ ラ

ム の 内容 は 大 き く 3 つ か ら構成 さ れ て お り，  怒 りの

マ ネ ジ メ ン ト，   視点取得 ，   争 い の解決 ， が含 まれ

て い る。プ レ テ ス ト と ポ ス トテ ス トの 結 果 を比較 し た

と こ ろ ， SMART 　Talk を使 用 した実験群 と使用 し な

か っ た統制群 との 間 で 差 が見 られ ， 実験群 は 暴力 を支

持す る 信念が 低下 し ， 暴力的で な い 方略 を用 い よ う と

い う意図 が 上 昇 し て い る こ と な ど が 明 らか に さ れ ， プ

ロ グ ラ ム の効果が 報告 さ れ て い る。

　 い じ め と社会的問題 解決 と の 関連 も多 くの 研究 で 指

摘 さ れ て い る。例 え ば
，
Bijttebier＆ Vertommen （1998）

は ， 小学生 を対象 に い じ め の加害，被害 の 頻 度 と葛 藤

対処 の 仕方 に つ い て の 関連を 検 討 し て い る 。
い じ め の

加害 と
， 問題解決方略 を使 う程度 との 間 に は 負の 相関

が 認 め ら れ ， 適切な 社会 的問題解 決 が で き な い こ と と，
い じ め を し て し ま う こ と の 関連性が 示 唆さ れ て い る。

Elliott＆ Faupel （1997） は ， 8 歳か ら 12歳の 子 ど もを

対象 に ，ビ デオ で 提 示 さ れ た い じ め の ロ ール プ レ イ に

対 し て
， 集団で 可能 な解決策 とそ の 評 価 をす る よ う な

取 り組 み を行 っ た 実験群 と，同 じ ビ デ オ に対 し て 個人

で た だ単 に 解決法 を書 く よ う に 求 め ら れ た 統制群 と の

比較 を行 っ て い る。そ の 結果 ， 実験群 の 方が は るか に

多 くの 問題 解決 の 方 略 を産 出す る こ と を明 らか に し た 。

　Sharp ＆ Smith （1994 ），
　 Smith ＆ Sharp （1994） に よ

る い じめ 防止 の プ ロ グ ラ ム に お い て も，
ビ デ オ ， ド ラ

マ
，

ロ ール プ レ イ を 用 い て 社会 的 問題 解決力 を 高 め る

取 り組 み が 紹介 さ れ て い る 。
い じ め行動 を しな い た め

に も，い じ め の 被害 を避 け る た め に も，さ ら に は 周 囲

の 者が い じめ をや め さ せ る た め に も，
い じ め状況を適

切 に 解釈 し， 可能な 反応 を考 え ， 最適 な方法 を 選択 し，

実行 す る 必 要が あ る。 こ う した 社会 的問題 解決 の ト

レ ーニ ン グ に お い て は
， 仮想の 場面 を ビ デオ， ロ ール

プ レ イ，演劇 （Beale ＆ Scott，2001） な ど を用 い て 提 示

し，そ れ に っ い て 集団で様 々 な意 見 を交 わ し な が ら適

切 な方 略の 産出 を行 い ，評価 す る ト レ ーニ ン グ が 有効

で あ る こ と が報告さ れ て い る。

　 近年 に な っ て
， 「い じめ をす る 子 ど もは ， 社会的認知

（社会 的情報処理 ）能 力 が低 い か 」 と い う こ と に 関 し て，

議論 が な さ れ て い る （Sutton，　Smith，＆ Swettenham ，1999a ；

1999b ；1999c ；Arsenio ＆ Lemerise，2001）。 確か に ， 多 くの

研究が 「攻 撃的」 な子 どもは ， 社会 的認知 に 問題 が 見

ら れ る こ と を報告 し て い る 。 例 えば ， Coie ＆ Dodge
（1998＞の レ ビュ

ー論文で は，攻撃 的 な子 ども は社会 的情

報処理 の 符号化 の ス テ ッ プ で は相手 の敵対的な 特徴 に

注意 を向けやす い
， 解釈の ス テ ッ プ で は 相 手 の 意 図 を

敵対 的 で あ る と解釈 し や す い ，反 応ア ク セ ス の ス テ ッ

プ で は 攻 撃的 な 行動を 産 出 し や す い こ と が報告さ れ て

い る e

　攻撃的な子 ど も に つ い て の 研究か ら，「い じ め をす る

子 ど もは
， 社会 的認知能力 に欠 ける」 とい う考 え方 も

導 か れ る傾向に ある 。 例 えば，Newman 　et　a1．（2000 ）

で は ，
い じ め を 行 う子 ど もの 認知的特徴 と し て，状 況

を誤 っ て 認 知 し，敵対的 な帰属 を し や す い と説 明 され

て ある。

　 それ に 対 し て ， Sutton　et　 al．（1999a，1999b＞ は ， 「い

じめ 」 と 「攻撃」 を明確 に 分 け る べ きで あ る と考 え て

い る 。 近年 ま で ，子 ど も の 「攻撃」は直接的，あ る い

は 外顕的 な攻 撃 に 専 ら焦点 が 当て ら れ る傾 向に あ っ た 。

し か し，い じめ と し て報告さ れ る 攻撃 は こ の よ うな 攻

撃 だ けで な い
。 森田 ほ か （1999 ＞や 森 田 （2001）の調査で

示 さ れ て い る よ うに ，「無視」「仲 間 は ず れ 」「悪 い 噂 を

流 す」な ど も，日本だ け で な く世 界各 国 の い じ め の 形

態 と し て ，大 き な割合 を示 す 。
こ うし た い じめは仲間 関

係を操作す る こ とに よ っ て相手 に 危害を加 える こ とを

意図 した行動 で あ り， 「関係性攻撃」 （Crick ＆ Gretpeter，
1995）と呼ば れ る 。 そ して ，世 界各 国 の 初期の い じ め 研

究 で は 注目 さ れ て い な か っ た こ の よう な関係性攻撃 に

よ る い じ め を理解 す る こ と が ， 非常 に 重要 な意味が あ

る と思 われ る （滝，2001a）。

　関係性攻 撃を用 い る に は，仲間 を巧 み に 操作 し ， 集

団を意図的 に動か し，特定 の 子 どもを傷 っ け な け れ ば

な ら な い 。 し か もい じめ の 場 合は ， 継続 し て 攻撃 を行

う。 関係性攻 撃 に よ る い じ め を行 う た め に は
， 長期 に

わた り巧 み に 仲間 を操作 し ， 標的 と な る子 どもに 心 理

的 に 苦痛 を感 じ さ せ ，し か も自分 が 拒絶 さ れ な い よ う

な方 法 を採 ら な け れ ば な らな い
。

こ れ を可能 に す るた

め に は ， 仲間 関係 を形成 ・維持 す る力が 必 要 で あ り，
『

む し ろ優れ た社会的認知 能力 を持 っ て い る と も考え ら

れ る
。 実際 ， Sutton　et　a1．（1999b ） は小学生 を対象に ，

他者 の 認 知 や 感情 を推測 さ せ る社 会的認知課題 を用 い
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て ，い じ め と 社会的 認知 との 関連 を検討 し て い る 。
そ

の 結果，「い じ め る 子 」「い じめ る子 を手伝 う子」「い じ

め を は や し立 て る子 」「い じ め られ る 子 を助 け る 子」「傍

観者」「い じめ られ る 子」の 6 群の 中で ， 「い じめ る子 」

が 他 の 群 よ り も有意 に 高 い 社会的認知得点 を示 す こ と

を明 らか に して い る 。
つ ま り，

い じめを行 う子 ど もが

最 も他者 の 認知や 感情 を推測 す る 力 に 優 れ て い る 可 能

性 を示 し て お り，
た い へ ん 興味深 い 結果 で あ る。

　また ，Dodge ＆ Coie （1987＞ は 攻撃 を 「能動的攻撃

proactive 　aggression 」と 「反応 的攻 撃 reactive 　aggres
−

sion 」の 2 つ の タイ プ に 分け て 捉え て い る 。 能動 的攻撃

は ， 何か の 目的 を達成す る た め の 手段 と して ， 他者 を

支配 した り， 金品 を得る た め に ，時 に は仲間を 使 っ て

意図的，計画的 に行 わ れ る 攻撃 で あ る 。 それ に 対 し て

反応的攻 撃 は，仲間か ら挑 発され た り，か らか わ れ た

り し た 結 果 ， 怒 りが 抑 えられ ずに興奮 し て ， 報復 と し

て行わ れ る攻撃 で ある （濱 口，2001）。 意図的 ， 継続 的 に

行 わ れ る い じ め は ， 能動 的攻撃 と関連が 深い と考 えら

れ る。

　Dodge ＆ Coie （1987 ） で は ， 反 応的攻 撃 をす る子 ど

もは相手の意図 を正 確 に 推測 で き な い 傾 向 に あ っ た が ，

能動的攻撃を す る 子 ど もで は こ の よ うな 問題は見 られ

ず ， 平均 的 な 子 ど も と変 わ らな い 結果 と な っ て い る 。

こ の 結果 は，い じめ と関連が深 い と 思われ る 能 動的攻

撃をす る子 ど もは ，決 し て相手の意図が正確 に 捉 え ら

れ な い の で は な い こ と を示 し て い る と言え よ う 。
こ の

よ う な研究か ら ，
い じめ をす る子 ど もの中に は ， 社会

的認知 が 正 確で ，状況 や他者 の 認知 や感情 を正 し く認

知 し， その 上 で 標的 と な る 子 ど も に苦痛 を与 え る 子 ど

も も少 なか らず い る こ と を理解 し な け れ ばな らな い 。

相手が 最 も苦痛 を感 じ る い じめ をす る た め に は ， 相手

の 感情 を理解す る必要が あ り， 「心 の 理論 」の 悪 用 を し

て い る と も推 測 さ れ る （Crick，　Casas，＆ Mosher ，1997）。

関係性攻撃 ， 能動的攻撃 な ど を 用 い た い じ め に対 す る

防止 プ ロ グ ラ ム を開発 す る こ とが ，い じ め問題の 改善

に 非常 に 大 き な意味 を も つ と 思 わ れ る。そ の た め に は ，

松尾 ・新井 （1997＞，Arsenio＆ Lemerise （2001） な ど の

指摘す る 動機 づ けや 目標設定を考慮 した 基礎研 究 と プ

ロ グ ラ ム 開発が必要だ と 思わ れ る 。

感情の コ ン トロ
ール

1 ．怒 りの マ ネ ジ メ ン ト

　 怒 りが攻撃 や暴力 を導 きや す い こ と は誰 もが 日常的

に 感 じ て い る こ と で あ ろう。実際 ， 心理 学に お い て も

怒 りが 攻撃 と関連が 強 い こ と を指摘 して い る研究 も多

い 。 こ の よ うな知見 を基に ， 多 くの暴力防止 プ ロ グ ラ

ム が 「怒 り の マ ネ ジ メ ン ト」を取 り入 れ て い る 。 Hollen・

horst（1998）に よ る と ， 怒 りの マ ネ ジ メ ン トプ ロ グ ラム

は 怒 りが誘 発 され る状況 に お け る 反応の 仕方 を教 え る

目的で な さ れ る ト レ ーニ ン グで あ る 。 程度の 差は あ れ ，

人 と関わ る場面で 怒 り を感 じ て しまう こ とは，しば し

ば起 こ りうる こ と で あ る 。 しか し ， そ の 怒 りが 必 ず暴

力を引 き 起 こ すわ け で は な い
。 怒 りを感 じ た と し て も，

そ れ を暴力 と し て 表 出す る前 に 適切 に 対処す る こ とが

で きれ ば，暴力行為は起 こ らな い
。
Hollenhorst（1998）

は 怒 りの マ ネ ジ メ ン トプ ロ グ ラ ム に 含 まれ る 内容 と し

て ，   リ ラ ク ゼ ーシ ョ ン 技法 を学ぶ ，   認知 的再構成，

  問題解決 ，   コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン ス キ ル の 改善 ，  

ユ
ー

モ ア の 使用，  環境の 改善 を挙 げ て い る 。 怒 り の

マ ネ ジ メ ン トに は ，怒 り を感 じた と き の 対処 法 に 加 え

て ， 人 と の 関わ りの 中 で 怒 りそ の も の を 生 じ に く くす

る試み も含 ま れ て い る。

　怒 りの マ ネ ジ メ ン トプ ロ グ ラ ム で は
， 怒 りの 生 じ る

メ カ ニ ズ ム に つ い て 学び，そ の 知識 を基 に 自分 の 場 合

は怒 り の 「引 き金」 と な る の は何か を 特定す る トレ
ー

ニ ン グ を す る 場 合が あ る （Bosworth 　 et 　 al ．，2000 ；Frey　et

a1．，2000 な ど）。 ど の よ うな状 況 で ，ど の よ う な 刺激 に

よ っ て 自分 の怒 りが 生 じ や す い か を把 握で き れ ば，そ

の ような状況 や 刺激 を回避 し た り ， 積極的 に 変化 させ

る と い う対処 が 行 え る か も し れ な い
。 ま た ， 自分 の 怒

りをモ ニ タ ーす る トレ ーニ ン グ も行 われ る 。 怒 りが生

じた 場 合，ど の よ う な 身体的変 化 が 生 じる の か 傾 が熱

くな る，胸 が ど き ど き す る な ど）を 自分 で 把握 で き る よ う に

す る こ と がね らい で ある 。 自分 が 「今 ， 怒 り を感 じ始

め て い る」 と い う こ と が モ ニ タ
ーで き れ ば ， そ の後 に

適切 な対処 を と りや す くな る と思 わ れ る 。 Newman 　et

al．（2000）で は，人 の 輪郭だ け が描 か れ た ワ
ー

ク シ
ー

ト

に ， 怒 りが 生 じた と き に 起 こ る身体的変化 を描 き 込 む

活動 を紹介 し て い る。そ の 他 の 暴 力 防止プ ロ グ ラ ム で

も，自分の 怒 り を モ ニ ターす る トレ
ー

ニ ン グ が 取 り入

れ られ て い る （Meyer 　et　al．，2000 ；Frey　et　aL ，2000）。

　 怒 りが生 じて しま い ，そ れ を 自分で モ ニ ターし た後

に は ， 効果 的 に そ れ を低減 し，攻撃行動 に つ な げ な い

よ うな方略 を行 う こ と が 重要 とな る。例 えば，Whit −

field（1999） は，学校 で の暴力 を低減 す る 目的 で，介 入

の 対象 と な っ た子 ど もに 怒 りを コ ン トロ ール す る筋 弛

緩，深呼吸 ，
セ ル フ トーク，思考停止 な どの 方略 を学

習 さ せ る ト レ ーニ ン グを行 い ，そ の 効果 を検証 し て い

る。トレ ー
ニ ン グを受 けた 子 ど も は ， 怒 りの コ ン トロ

ー

ル が よ り適切 に で き る よ う に な り ， そ の 効 果 が フ ォ

ロ ー
ア ッ プ の 時期 も継続 した こ と を報告 し て い る 。 小

一 101一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

494 教 育 心 理 学 研 究 第 50巻 第 4 号

林 （1999 ） は 怒 りの 問 題 を扱 う と き に 重 要 な こ と と し

て ， 「怒 りの お さ め 方」と 「適切な怒 り方 」を教え る こ

とだ と述 べ て い る。怒 りを全 く不適 切 な感情 で あ る と

捉 え る の で は な く， 程度や頻度の差 は あれ怒 りは普通

の感情であ る とい う前提の基 に，自分 の 怒 りとの 上 手

な つ き合 い か た を積極的 に 学 ばせ る と い う考 え方が ，

重要で ある と 思われ る 。 また ， Fischetti（2001）は ， 怒

り の マ ネ ジ メ ン トを目的 とした 学校 で 使用 で き る プ レ

イ セ ラ ピ ーの 技法を紹介 し て い る。

2 ．共 感性 と暴力 ・い じめ

　 怒 りな ど の 強い ネ ガ テ ィ ブな感情 が 攻 撃 を引 き起 こ

す こ と は す で に 述 べ て き た と お りで あ るが
， 必 ず し も

強 い 感情 を伴わ な い 攻撃 も あ る と 考 え られ て い る 。 つ

ま り， 冷静 に あ る 目的 を 達成 す る た め に 使わ れ る 攻撃

で あ り ， Dodge ＆ Coie （1987） の分類で 言 う と 「能動

的攻撃」 で あ る。Arsenio ＆ Lemerise （2001） は 反応

的攻 撃 を感 情 が 高ぶ り 「頭 に き た hot−headed」攻撃 ，

能動 的攻撃 を 「冷血 な cold −blooded」攻撃 と表現 し て

い る。能動 的攻 撃 を行 う子 ど もは ， 感情 に 飲み 込 まれ

て ， 自分で も コ ン トロ ール で き な い た め に 暴力 をふ る

うの で は な い 。む し ろ ，

一
時的な感情 に 支配 さ れ ず に ，

冷淡 に 自分 の欲求をか な えるため に攻撃を用 い て い る 。

　 そ して ，
い じめ は能動 的攻撃 との 関連 も深 い 。い じ

めの 加 害者は ， 感情的 に な っ て つ い い じ め る と い うの

で は な く， 冷静 に 標 的 とな る 子 ど もを追 い 詰 め て い く

者 も い る と も考 えられ る 。 Arsenio ＆ Lemerise （2001 ）

は ， い じ め を行 う子 ど も の 中 に は
， 他の 子 ど も よ り も

む しろ感情的に な ら な い ため に い じめ る者 もい る の で

はな い か と述べ て い る。つ ま り ，
い じ め の 被害 者 の 反

応 に 対 し て 悲 し み，恐怖 な どの感情が 生 じて 動 じる こ

と が な い た め に ，冷淡 に い じ め を継続す るとい う考え

方 で あ る。言 い 換 え れ ば ， 共感性 に 欠 け る こ と が ，
い

じ め や 暴 力 に っ な が る と い う仮 説で あ る 。 共 感性 ト

レ
ー

ニ ン グ も， 暴力 ・い じめ防止 プ ロ グ ラ ム に お い て

用 い ら れ る 方法 で あ る 。 共感性 は ， 他者 の 感情 を共有

で き る 力 で あ り社 会的 ， 感情的能力 が 必 要 と さ れ る。

共感性は ，向社会 的行動 を生み 出 す要因の 一
つ で あ り，

暴 力 ・い じ め を抑制す る 機 能 が あ る と考 え られ る。
Frey　et　al．（2000） の 紹介 して い る Second 　Stepプ ロ グ

ラム で は ，共感性 トレ ーニ ン グ と し て ，  自己 と他者の

感情を認識 す る ，   他者の 視点 を考 え る ，   他者に 共感

的に 関 わ る こ とを学ぶ こ と を目的 と し た活動 を 行 う。

　共感性 に は ， 「認知的側 面 （認 知 的 に 他 者 の 視点 に立 っ ）」

と 「感情的側面 （他者 と の 感情 の 共 有 ）」と が ある。認 知的

側 面 は ，理屈 と して相手の 感 じ 方，見 方 が わ か る と い

うこ と で あ り， 「心 の 理論」な ど が こ れ に 関 係す る 。 そ

れ に 対 して ， 感情的側面 は 同 じ気持 ち に な る こ と で あ

り ， 相手が 辛 けれ ば，自分 も辛 くな り， 相手が 嬉 しい

と自分 も うれ し い とい う気持ち に な る こ と で あ る。

Cohen ＆ Strayer（1996 ） は 行 為障害 の 問題 の ある青年

の 共感性に つ い て 研 究 を行 っ て い る 。 そ の 結果，行為

障害の ある青年は他者 の 感情 を 理 解す る 点 供 感性 の 認

知 的側 面 ） で は
一

般 の 青年 と変わ らな か っ たが ， 感情 を

共 有 す る こ と 供 感 性 の 感 情 的 側 面） で は
一

般 の 青年 と

違 っ て い た こ と を明 らか して い る 。 行為障害 は 暴力 ・

い じ め そ の もの で は な い が ， 既述 した Sutton　 et　 a1．

（1999b）の 研究 に お い て ，
い じ め の 加害者が相手 の 認知

や感 情を理解す る点 に お い て は 優 れ て い る と い う結果

が明 ら か に な っ て い る こ とを考え る と，い じ め の 加害

者 は共感性 の 認知的側面 で は問題が な い が ，共感性の

感情的側面 に 問題 が ある と考 える こ と もで き る 。

　 したが っ て ， 暴力 ・
い じ め の 防止 プ ロ グ ラ ム に お い

て は ， 共感性 の 感情 的側面 に 焦点を当て た プ ロ グ ラ ム

を実施 し，他者 と感情 を共有で き る特性 を身 に つ け さ

せ る こ と も効 果的 で あ る と思 わ れ る。特 に
，
Hoffman

伽 oo）で 述 べ られ て い る よ うな「共感 的苦痛」は ， 暴力・

い じめ の 防止 に お い て ，重要 な役割 を果 た す と考え ら

れ ， そ の よ う な 共感性 を促す よ うな働 き か けが で きれ

ば ， 効果 的で あ る と思 わ れ る 。 い じ め の ロ
ー

ル プ レ イ

で ，被害者の 役割 を演 じ さ せ る こ と は，そ の よ うな 意

味 が あ る と思わ れ る 。 現在 まで に 開発 され て い る プ ロ

グ ラ ム で は ， ど ち らか と い う と視点取 得を促す プ ロ グ

ラム な どの 共感性 の 認 知 的側 面 に 焦点 を 当 て た プ ロ グ

ラ ム が 多 く，今後 の発展 が望 ま れ る 。

仲 間の 力 を使 っ た暴力 ・い じめ防止

　暴力 ・い じ め防止の 取 り組 み とし て ， 特定の 児童生

徒に ピ ア ・サ ポー
タ
ー， ピ ア ・カ ウ ン セ ラー，ピ ア ・

メ デ ィ エ ータ ー
な ど と 呼ばれ る役割 と権 限 を与 え て ，

特 に い じめの 防 止 に役立 て よ う と い う試 み がな さ れ て

い る。

　Cowie＆ Sharp （1996）は特別 な トレ ー
ニ ン グ を受 け

た ピ ア ・カ ウ ン セ ラ
ー

と呼ばれ る 生徒た ち が， い じ め

な ど の 問題 に 対 し て 影 響 を与 え た 活動 を報告 し て い る 。

Meyer 　et 　al．（2000） は ， 子 ど も問 の 葛藤 を第三 者 の 子

どもの 介入 に よ り暴力的 で な い 方法 で解決 す る こ と を

狙 っ た ピ ア ・
メ デ ィ エ

ー
シ ョ ン と い う方法 を プ ロ グ ラ

ム に 取 り入 れ て い る。選 ばれ た ピ ア ・
メ デ ィ エ

ー
ター

に 対 し て 特別 な トレ ーニ ン グ を 行 い ，学校 単位 で の 暴

力防止 の 重要な機能 と し て い る。
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　日本 に お い て は ， 滝 （2000．2001b，2002）が 日本の 学級

風土 に あ っ た ピ ア ・サ ポー トの プ ロ グ ラ ム を提唱 して

い る 。 こ れは役割を与え られた特定の 子 ど も に ト レ ー

ニ ン グを行 うの で はな く，学級単 位で 自然 に 取 り組め

る よ うな 内容 で あ り ， 学級全体 の 子 どもの 暴 力 ・い じ

め防止機能 を高め る 上 で ， 有用 で ある と思わ れ る 。 ま

た ， 森川 （1998）は ス クー
ル カ ウ ン セ ラ ーと し て 中学生

の ピ ア ・サ ポ ート （ピア ・カ ウ ン セ リ ン グ）活 動 を マ ネ ジ

メ ン ト した取 り組み を紹介 して お り， 興味 深 い 。 こ の

研究 で は サ ポ ータ ーの 核 と し て 生 徒会役員 を 任用 し て

お り，日本の ピ ア ・サ ポー ト活動の 一つ の モ デ ル と な

る 。 亀 口 ・堀 田 （1998） は 日本 に ピ ア ・カ ウ ン セ リ ン グ

を導入す る際 の 注意点 を考察 し
， 亀 口 ・堀 田 ・佐伯 ・

高橋 （1999 ）は 中高
一

貫校 で 先輩
一

後輩 の 関係 を利 用 し

た ピ ア ・カ ウ ン セ リ ン グ活動 の 実 践 を報告して い る。

　暴力 ・い じ め の加害者 と被害者 と い う当事者以外の

子 どもが ，誤 っ た行為 の 支援者 と な る か ， 見 て 見 ぬ振

り の 傍観者 と な る か ，それ と も被害を受 けて い る 子 ど

も の サ ポータ ーとな り， 加害者 の 行為 をやめ させ る側

に な る の か は非常に 重要 な問題 で あ る。また ， サ ポ
ー

タ ー
側 の 受 け た ト レ ーニ ン グ や ， サ ポート活動 自体 が ，

そ の 役割 に つ い た 子 ど も の成長 を うな が す効果 もある 。

全体 の 子 ど もの サ ポ ート機能 を高め る だ けで な く，特

定の 子 ども に役割を担わ せ る場合 ， サ ポ ー
タ
ー

に ど こ

ま で の権限を持た せ る か ， 守秘義 務 は どうす る の か，

自ら の 身 の 安全を ど うや っ て保障す る か な ど の 課題 も

ある が，今 後大 きな効果 が 期待 さ れ る活動で あ ろ う。

まとめ と今後の 課題

関係性攻撃 ， 能動性攻撃 へ の対策

　 い くつ か の 研究 に お い て ， 暴力 ・い じ め防止 プ ロ グ

ラ ム が 男子 に の み効果 が あ り，女子 に は効果 が な か っ

た結果 が 報告 され て い る （Farrell＆ Meyer ，1997 ；Eslea

＆ Smith，1998）。
こ うした結 果 の 解釈 と して ， こ れ らの

プ ロ グ ラ ム が 男子 に特徴的な身体的攻撃 に 焦点 を当 て

た 内容で あ っ た こ と が考 え られ る 。 滝 （20ela ）が指摘 し

て い る よ う に ，海外 で の い ま ま で の い じ め 研究は ， 殴

る，蹴 るな どの 身体 的攻 撃 に 焦点が 当て られ，無視す

る，悪 い 噂 を 流 す ， 孤立 さ せ る な ど の 関係性攻撃 は 焦

点が当て ら れ て い な か っ た 傾向 に あ る 。 今後 ， 関係性

攻撃 に よ る い じ め の 改善 を狙 っ た プ ロ グ ラ ム を開発し

て い く こ とが ，真 の 意味 で の い じ め 防 止 に つ な が る と

思 われ る。

　 また，能動 的攻撃 に つ い て の 理解 と防止 に つ い て も

今後研究が期待さ れ る 。 現時点で の 日本の心理 学で は ，

い わ ゆ る 「キ レ ル 」子 ども に代表 され るよ う に ， どち

らか とい う と何 か を きっ か け に 激情 し， 暴力 をふ る っ

て し ま う子 ど もに焦点が 当て られ が ちで ある 。 しか し ，

実際 に は冷淡 に 自分 の欲求 を か な え る た め に 攻撃をす

る 子 ど もも少 な くな い よう に 思 え る。 こ の ような子 ど

もは ， 社会 的情報処理 な ど に お い て は攻撃的 で な い 子

ど も と の違 い が あま り明ら か に さ れ て い な い
。

こ の 点

に つ い て ， 濱 口 （2001）は ， 反 応 的攻 撃 と能動 的攻撃の

違 い を考慮 した上 で，介入 す べ きで ある とい う こ と を

主張 し て お り ， 意義 の あ る 指摘 だ と 思 わ れ る。

　関係性攻撃 ， 能動性攻撃 も含め て ， 様々 な種類 の 異

な る攻撃 を 心 理 学的に 正 し く理 解 し て ， そ の 対 応 を考

え る 必要 が あ る と思 わ れ る 。
マ ス メ デ ィ ア で 取 り上 げ

られ る シ ョ ッ キ ン グな事件 の 攻撃 ，暴力 の 特徴 を過度

に
一

般化 して ， 現代 の 子 ど もたち の 抱 える問題 を論 じ

た り ， 対応策を論 じ る こ と は危険性 を伴 う。 多 くの 研

究が ， 良 い プ ロ グ ラ ム の条件 と し て ， 理 論 に 基づ い て

開発 さ れ た もの を挙げて い る （Lawler ，2000 ＞。 心理学者

はそ の 専 門性 を十分 に 生 か し，理 論，実証的 デ
ー

タ ，

実践 に 裏付 け られ た知見 を使 い ，暴 力 ・い じめ の 防止

に 貢献 す る べ き で あ ろ う。

学校の 役割 と可能性

　 Gottfredson（2001 ）が指摘 し て い る よ うに ， 様々 な背

景 を持 つ 子 ど もた ち が 同 じ場所 で 生 活 す る 学校 は ， 暴

力，い じめ，非行 な どが 起 こ りや す い 所 で あ る と同時

に ， そ れ らの 問題 に お い て 最 も影響 を与え う る 可能性

を持 っ た場所で も あ る 。
Farrell，　 Meyer ，　 Kung ，＆

Sullivan（2001） も学校が暴力防止 の プ ロ グ ラ ム を実施

す る の に 自然 で，効 果的 な 場所 で あ る こ と を 主 張 し て

い る。Newman 　et　al ．（20DO ） も，い じめ の 原 因や対応

に お い て ， 家庭 や コ ミ ュ ニ テ ィ が 非常 に 重 要 な役割 を

果た す こ と を指摘 し なが らも， 学校が い じめ 防止 に お

い て重要な機能 を果た す こ と が で き る と述 べ て い る 。

　実際，Lawler （2000）が 20の 学校単位で の 暴力・い じ

め 防止 プ ロ グラ ム を紹介 して い る よ うに ，海外 で は多

くの学校 で 行 うプ ロ グ ラム が 実施 され て い る 。 それ に

対 し て ， 残 念 な が ら 日 本 に お け る 系統 的な暴 力 ・い じ

め プ ロ グ ラ ム研究 は ほ とん ど な さ れ て い な い
。 し か し ，

國 分 （1996） の 構成的グ ル
ープ エ ン カ ウ ン タ ー

， 國 分

（1999） の SST
， 滝 （2000，2001b，2002 ） の ピ ア ・サ ポ ー

ト， 山崎 （2000）の 心 の 健康 教育 プ ロ グ ラ ム 「フ ィ
ー

ク

ス PHEECS （Psychetogical 　 Health 　 ECIucatien　 in

Elementary −scheol 　Classes　by 　Schoolteacher）」， 渡辺 （2001）

の VLF （Voices　of 　Love　and 　Freedom） プ ロ グ ラ ム な ど，

学校で 取 り組め る 心理教育 は 発展 し つ つ あ る 。 特 に 山
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崎 （2000）の フ ィ
ー

ク ス は，理論 と実証 データ を基 に し

た攻撃性の低減を重視 した画期 的 な プ ロ グ ラ ム で あ る。

こ れ らの 心理教育プ ロ グ ラ ム と ， 海外 の 暴力 ・い じめ

防止 プ ロ グ ラ ム ， 日本 に お け る暴 力 ・い じめ の 基礎研

究 を う ま く融合 さ せ れ ば，今後 よ い プ ロ グ ラ ム の 開発

に つ なが る こ とは期待で き る 。

　本論 文 で 述 べ て きた 学校 ・学級 に お け る 予防 的 ア プ

ロ ーチ は ， 様々 な効果 が 期待 さ れ る が
，

こ れ に よ りす

べ て の暴力 ・い じめ の 問題 が解決 され る わ け で は な い 。

状況 に よ っ て，特定 の 児 童生徒個人 に 焦点を 当 て た 働

き か けが 必要に な る 。 精神疾患 ， 非行 の 問題が 関係 し

て い る暴力 ・
い じ め に つ い て は，専 門機 関 に よ る特別

な対応 を迫 られ る こ と も考 え られ る 。

　繰 り返 し述 べ る が ， 暴力 ・い じめ の 問題 は，教育現

場 に お け る 重大 な問題 で あ る 。 シ ョ ッ キ ン グな事件 が

起 こ っ た 直後に 急に ブーム に の っ て 研 究 を行 う の で は

な く ， し っ か り と し た 理論 と理 念 の 基 に ， 着実 に 研究

を積み 上 げて い く必 要 が あ る だ ろ う。 学校 に 臨床心理

士，学校 心理士 が ス タ ッ フ と し て加わ る こ と も多 くな

り，大学 院等で 学ぶ 教 師 も増加 し て い る。学校 現場 で

働 く心 理 学 の 素養 を持 っ た こ れ ら の 新 しい 人材が 活躍

し ， よ り よ い 暴力 ・
い じ め 防止 プ ロ グ ラ ム の 開発が 行

わ れ る こ と が 期 待 さ れ る。
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　　School　violence 　and 　bu］lying　are 　very 　serious 　problems ．　 Not　only 　are 　there　adverse 　effects 　on 　the　victims ，

but　the　perpetrators 　and 　bystallders　are 　also 　thought 　to　be　 adversely 　 affected ．　 From 　now 　on ，　school

counselors 　and 　school 　psychologists 　wiii 　be　expected 　to　plan 　and 　implement 　programs 　for　preventing 　these

problems　before　they 　occur ，　as 　well 　as　carlng 　for　studerlts 　who 　have　been　involved　in　incidents　of 　viQlence

and 　bullying，　 The 　purpose　of　the　present 　article 　is　to　review 　the　literature　on 　programs 　aimed 　at　preventing

violence 　and 　bullying　in　schools ，　and 　to　consider 　the　outcomes 　and 　limitations　of 　those 　programs ．　 Many

preventive　programs 　have　been　developed　quite　recently
，
　and 　findings　regardlng 　those　programs 　are 　being

reported 　by　researchets 　in　many 　countries ．　 These　programs ，
　deveioped　on 　the　basis　of 　theory 　and 　data，

contain 　elements 　promoting 　awareness 　of 　the　problem ，
　social　skills　training ，

　social 　problem 　solving ，　emo ・

tional　management ，　and 　peer 　support ．　 Countermeasures　against 　relational ，　progressive 　aggression ，　and 　the

possible　role 　of 　the　school 　in　violence 　and 　bullying　are 　also 　discussed，

　　　Key 　Words ：school 　violence ，　schooi 　bullying，　social 　skills　training，　social 　problem 　solving ，　emotional

management
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