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対人 葛藤場面 に お け る幼児 の 社会 的認知 と

社会的問題解決方略 に 関する発達的研究
2

丸 山 （山本 ） 愛子
1

　本研究の 目的 は ， 対人葛藤場面 に お い て ネ ガ テ ィ ブな状況 を生 じさ せ た側の 敵意 の 有無 と， こ の 状 況

を もた ら さ れ た幼児の社会的問題解決方略 との 関係 を発達的に 検討す る こ と で あ る。 4 歳 ， 5歳， 6歳

計 130名の園児た ち （男 女約半数 ずつ ）はあ らか じめ相手 の 敵意あ り
・な し の 2 グル ープ に分けられ ， 仮設

の 対人葛藤場面に お い て問題解 決 と して 用 い る 応答行動 （社会 的問題解決 方嘲 に つ い て 質問さ れた。幼児

の 回答 よ り得ら れ た 5 つ の社会的問題解決方咯 の 分散分析 を 行 っ た 結果 ， （1）4 ・5 ・6歳児 い ずれ に お

い て も対人葛藤状況 を引き 起 こ した相乎 の 敵意 の 有無 を理解 ・
認知 し て い た 。   各社会的問題解決力略

は，年齡が あ が る に 従 っ て 非言語的 ・他者依存的方略 か ら言語的主張 ・自律的方略へ と質的に 変化 して

い た 。 （3＞相手に敵意がある場合は言語的主張方略 が 多 い の に 対 し て ， 敵 意 の な い 場 合は言語的主張方略

に加 えて消極的方略が 多 く選択さ れ て い る こ とが示 され た 。 特 に そ の 変化は 5歳児と 6歳児の間で 明ら

か で あ っ た。（4）6歳 児 で は相手に 敵意 が な い 葛藤状 況 で は，た と え そ の 状況を 自分 に とっ て ネ ガ テ ィ ブ

な場面 で あ る と認知 し て い て も ， 消極的な問題解決方略 を選択す る と認知 し て い る こ とが 示 さ れ た 。 本

研究 の 結果 か ら，幼児 の 対人葛藤場面に お け る柑手の敵慧 の有無 と社会的問題解決方略 と は関連性の 高

い こ と が 社会的認知 の 側面 よ り示 唆 さ れ た 。

　 キ ーワード ：対人葛藤，社会的問題解決方略， 幼児 ， 社会 的認知 ， 自己調整

問題 と 目的

　乳幼児の 人間関係 は，一
般 に 親子中心 の 家族関係か

ら同年代 の 仲間との 関係へ と拡大す る。そ の よ うな 他

者 との 関係の拡大 ・移行 の なか で 子 どもは次第 に 自己

調整 （self −regulati 。 n ）能力を発達 させ
， 社会的 に コ ン ピ

テ ン トな行動 を獲得 し て い く。 し か し ， 同年代 の 仲間

と の 集 団生活 を経験 し は じ め る幼児に と っ て ， 新 しい

環境 へ の 適応は必ず し も容易で は な く， 自己 の 欲 求が

社会 的な圧力 に よ っ て規制さ れ る よ うな問題場面で は

対人葛藤 （interpersollal　confllct ） を生 じや す い
。 だが こ

う し た 対人葛藤 が，社会的 ・認知的発達や言語習得 を

促す場 と な り，様 々 な 社会的関係の 中で他者を 理解す

る能力 を獲得 した り， 自分の意思を表現す る方略を学

習す る 重要 な契機な の で あ る （Shantz ，1986 ； Shantz ＆

Hobart，　1988　；山本，1995a，　1995b）。 しか し ， 近年の 少子化

現象 は ， 同年代 の 仲間 と の 対人葛藤経験 を希薄な もの

と し て お り， 幼稚園や保育所 で の 対人葛藤が ま す ます

貴重 なもの とな っ て い る。また ， 幼児 の 対人葛藤原因

や解決手段 を検討 す る こ と は ， 社会性発達 の研究 と し

て も意義深 い 鮪 宗，工991）。本研究で は対人 葛藤を個人

の 欲求，目標，期待 が 他者 に よ っ て妨害さ れ て い る と
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2 本研究 は ，1995年発達 心 理 学会 第 6回 に お い て発 表 され た。

個人 が 知覚 す る と き に生 じる 対人的過程 で あ り，感情，

認知 ， 行為 を含む もの 曝 森，1gs9 ； 山本 ，1995a） と定義

し て ， 就学前児 の 発達 に お ける そ の 意義を探 る。

　従来 ， 本邦に お け る幼児期 の 自己調整機能の 発達的

研究で は ， 主に自己調整機能は自己主張・実現 と 自己抑

制 の 二 面 か ら捉え られ て き た 。 柏木 （］988）は就学前児

に お け る 自己 主 張及 び抑制的側面 の 発達的検討 を行 い
，

自己抑制行動 は加齢 と と も に 順調 な 上 昇傾向を み せ る

の に対 して 自己主張行動の発達は年少時期で は 上昇が

著し い が 5 歳前後 で 頭打 ち に な り ， 6歳 児 で は他者に

対す る強 い 自己主張 が 減少す る こ と を 明 らか に し て い

る。しか し，こ の 研究 は保育者評 定に よ る結果の ま と

め で あ る 。ま た，そ の 後行 わ れ た ほ と ん ど の 研究 に お

い て も同様 に 親や保育 者 に 幼児行動を評定 させ る手法

が 用 い られ，幼児 の 認 知的側面 は十分に は明 らか に さ

れ て こ なか っ た （山本，19961）〉。さ ら に 柏本 （1988 〕は ， 主

に 欧米 と比較 して 日本 に お ける母親の 発達期待や社会

規範が 自己主張面 よりも自己抑制面 の 方 を重 要視す る

傾向に あ る （東 ・柏木 ・ヘ ス ，1981） こ と か ら ， 日 本 の 子 ど

もの 自己抑制的側面 の 発達 が 促進さ れや す い と考察 し

て い る。しか し，Bandura （1986）が社会的認知理論の

な か で 指摘す る よ う に，子 ど も の 社会的 行 動 を 理 解 す

る に は，行動，そ の 基盤に あ る認知 ， そ し て行動が展

開 さ れ る状況 磔 境 ） の 三 者間の相互 作用 に 焦点 を当
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て ， そ れ ら を総合的 に 解明す る こ とが必要で あろ う。

幼児の 自己 調整能力 の 発 達 に は ， 従来多 くの 研究 に お

い て 検 討 され て きた文化的要因の影響だ けで な く，社

会的認知要 因 の 多大な関与が予測さ れ る、

　 す で に 就学児童 を対象 と した 自己 調整機能 の 社会的

認知研究 は
一

定の成果 を あげて お り， 社会的 ス キ ル （行

動 ）及 び行動 の 基盤 で あ る認知的過程 （と りわ け社 会 的情

報 処 理 ）と い う 2 つ の観点か らの ア プ ロ
ー

チが 盛 ん で あ

る 。
こ れ らの研究領域で は ， 認知過程 の解明が社会 的

不適応児 の 早期発見や行動介入 に 対 し て 多大な示 唆を

与 え る こ とが 明 ら か とな っ て い る 。 子 ど も の 社会 的コ

ン ピ テ ン ス の 基礎で あ る認知過程 を解明 し，子 どもの

社会的行動 と認知 の 関係 を検討す る た め に社会的 問題

解決 の視点 が 注 目 さ れ て い る。東 ・野辺地 （1992） は ，

社会的問題解決 を 「自己 の 人格的 目的を達成す る た め

の 自己 主張及 び自己抑制 の 過程」 と定義 づ け て い る 。

先 に 述 べ た 認知的過程 を解明す る社会 的情報処理 を検

討 す る ア プ ロ ー
チ で は ， 様々 な状況 に お け る社会的相

互 作用 を 社会的問題解決 と 捉 え ， 問題 状況 に お け る適

切 な 認知 ・情報処理 が 適切 な行動を導 く とす る 。 こ の

よ うな考 え方 の な か で も と りわ け Dodge （1986＞の 提唱

す る 社 会的情報処理 モ デ ル は有名で あ る 。 基 本的 な 処

理 過程 と し て は ，
1）符号化 ， 2）解釈 ， 3）反応探索，4）

反応決定 ， 5）実行 の 5段 階か ら な り，不適切 な 行動 の

原因 とな る不適切 な情報処理 は モ デ ル の ど の 過程 に お

い て 行わ れ て い る の か が社会的閊題 解決場面 を用 い て

実証 的 に研究さ れ て い る （Dodge ＆ Frame ，］982 ；Dodge

＆ TOm ］in，ユ987）。 特 に
’
陦報処 理 モ デ ル の 2）解釈 に 関す る

研究 は多 く ， 社会的認知 と社会的問題解決方略 （S・ cial

problem−solvillg 　sしrateg ［es ：SPS 力略〉との 関係が解明 され

て きた 。 こ こ で は 主 に ソ シ オ メ トリ ッ ク測定法に よ り

仲間内地位 （人 気 ・
孤 立 ・無 視児，攻 撃 ・非攻 撃児） が測定さ

れ ， r一ど もの仲間関係 と認知，及 び SPS 方略 との 関係

が 検討さ れ て い る。先行研究 は ， 攻撃性の 高い 子 ど も

は仲間 に よ る偶発的 な否定 的行為 に対して攻撃的に応

答す る こ と が多 く，また相手 の 意図 を歪 ん で解釈す る

とい う
一

致 し た 見解 を示 し て き た （Keane ＆ Parrish，
1992 ；Quiggle，　Garber，　Panak ＆ Dodge ，ユ992）。 た だ し こ れ

ら の 研究 の 被験者 は 主 に 小学生以 上 の 児童 で あ り ， 幼

児期 を検 討 す る研究 は い ま だ 十分 に な さ れ て い な い
。

小 ・中学生 に お い て は，対人葛藤場面 で の 被 害者の攻

撃 ・報復的方略は加害者 の 意図 做 意，過 失，不可 抗力） に

多大 に 影 響 さ れ ， 相手 の 非敵対 的 な 意 図 を正確 に 理

解 ・判断で き た場合に は非言語的報復方略 を抑制 した

社会的 に コ ン ピテ ン トな 主張行動が 増加す る こ とが 示

さ れ て い る （Dodge，1980 ；大淵，1982，1986）。こ の よ うな

先行研究 に よ り， 対人葛藤場而 に お ける SPS 方略 は 文

脈情報 と関係 し た状況要因 とい う認知的変数 に 影響さ

れ て い る こ と は ， 児 童 に お い て す で に 明ら か で あ る 。

児童期以前の幼児期で こ れ ら の 関係 が い か な る変化を

示 すの か に つ い て の 発達的検討が 待たれ て い る。

　 本邦に お い て 中澤 （1996 ）
， 片 岡 （1997） は ， 社会的問

題場面で の 5 歳児 か ら 7 歳 児 の社会 的認知 及び SPS

方略 を研究 し て い る。し か し それ以前 の年齢 に つ い て

は未だ検討 され て い な い 。また上記 の研究で は ， 仲間

関係の 問題に 焦点 が 当 て られ ， 仲間内地位が指標で あ

り （攻 撃・非攻 撃 児な ど特定 の 特
’1生を もつ 幼児 に っ い て 検討 ），幼

児期 全 体 の 発達 的変化 とい う観点か ら の解明 は依然 と

し て行われ て い な い 。子 どもが社会的場面に お い て相

手 の 意図 に 聞す る情報を認知 で き る よ うに な る の は い

つ 頃 か ら な の か を解明す る こ と は ， 以上 の 諸研究 に対

し て も今後指標 を呈示 し得 る も の とな ろ う。

　 SPS 方略 を検 討す る際 に は，そ の SPS 方略 が 行 わ

れ た状況 を考慮す べ き で あ る （東
・
野 辺地，1992）。Dodge

＆ Somberg（エ987｝は ， 攻撃児は 相手 の 意 図が曖昧な場

合敵意 の 意図帰属を行 い や す い こ と，脅威状況
．
ドで は

リラ ッ ク ス 状況下 に比 べ て敵意 帰属 の 傾 向が高ま る こ

とを報告して い る 。 また ， 山本 （ユ994）は，同年齢 同士

の 自由遊 び場面 に お け る対人葛藤場面 を自然観察 し ，

6歳児に な る と相手 の 敵意 が 意 図的な場合 は 自己主張

的方略で ， 過失的で偶発的な場合 は消極的方略 で 対応

し て お り， 5 歳児 は そ の 過渡期 に あ る とい う結果 を 報

告 し た 。 し か し こ の 研究 はあ くまで 行動観察か らの 結

果で あ り，認知的側 面 を明 らか に す る もの で は な い 。

先行研究 の 諸結果 は ，相手 の 敵意 の 有無 は す で に 幼児

期か ら十分 に 認知 され て い る可能性を示 し て お り，そ

の 社会的認知 が 幼児 の SPS 方略選択 と関連深 い こ と

が推測 さ れ る 。幼児 に お い て も児童 と 同様 の 結果 が 予

測 さ れ る た め，今後検討す る必要が あ る 。

　以上 の 問題点 を踏 まえ ， 本研究 で は，社会的場面 の

うち 特 に 対 人葛藤場面 に 焦点を 当て，年少児 （3−4歳〉
，

年 中児 （4−5歳 ）， 年長児 （5−6歳 ）の 社会的認知 と SPS 方

略 に 関 して 発達的検討 を行 う こ と を 目的 と し た。な お ，

山本 （1996a＞ は，行動観察 に よ る幼児 の SPS 方略 が 同

年齢間 と異年齢間 で 異 な る こ と を示 し た 。 よ っ て ， 本

研究で は 相手 の 友 だ ちは同年齢 か つ 同性 と限定し，遊

び の 中で 対人葛藤が 生 じた場合，幼児 は相手 の 敵意 （文

脈情 報）を ど の 程度理解 す る こ と が で き る の か ， ま た そ

の場合 ， 相手の 敵意の 有無は 幼児 の SPS 方略 に ど の よ

うに 影響 し， SPS 方略は どの よ うに 発達変化 し て い る
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の か
，

そ の 関連性 を 検討 す る。

　仮説 は以下 の 3点 で あ る 。 （1）対人葛藤場面 に お け る

相手 の 敵意 の 有無 に つ い て の 理 解は 5 歳前後で 可能で

あ る。  年齢 が 高 くな る に 従 っ て 状 況 認 知 が 正 確 に な

り， 文脈 晴報 （敵意 の 有無） の 影響を 受 け る e （3）就学

前児 に お い て も年齢が 高 くな る に従 っ て，敵意あり状

況 と比 べ て 敵意 な し状況 に お い て，衝動的 ・非言語的

な SPS 方略 よ りも社会的 に コ ン ピ テ ン トな 言語的 主

張 の SPS 方略 を多 く用 い る と認知 し て い る。

方 法

　材料　（対人葛 藤場面 と SPS 力略の 作成）材料作成 を日的

と し て ， 6 月 に 以下の 通 り予備調査 を実施 し た 。

被験児　H 市内の F 幼稚園 年少児 ク ラ ス 8名 （平均年

齢 3歳 9 ヵ 月，3 ：04−4 ； 03）， 年中児 クラス 8名 （平均 年齢 4

歳 8 ヵ 月，4 ：05−5 ：02）， 年長児ク ラ ス 8名 （平均 年 齢 5歳 9 ヵ

見 5 ：03−6 ：02）， 各ク ラ ス 男女 4名ず つ で あ っ た。

手続き　 同年齢 ・同性の 友だ ち との 間 に今 に も対人葛

藤が 生 じよ う と し て い る オ リ ジ ナ ル の紙芝居 （TABLE 　1

参照 ， 各場面 A4 版 横 2枚，男児 汝 児 用 あ り） を作成 し， そ

の 対人葛藤場面 を用 い た 。 対人葛藤 5 場面 の 設定は ，

玩具 の 取 り合 い
， 物や順番 の 先有，相手へ の 不快な働

きか け，ル
ー

ル 違反，偶発事故等が幼児期の対人葛藤

の 原因で あ る （Shantz，1986；山 本，199・1） と い っ た 先行研

究 の諸結果や幼児 に 対 して 行 っ た 好 き な遊び に 関す る

TA 肌 El 　実験で使用 し た紙芝居図版の対人葛藤場面

　　　　 内容

FIGURE　1−1 同年齢 ・同性の 友だ ち との 間 に お け る対

　　　　　 人葛藤場面 の 紙芝居図版 （砂場場面 そ の 1 ：

　　　　　 敵意 あ り ・な し 条件 と もに 共 通，女児用 ）

FI（；URE 　 1．−2 同年齢 ・同性の友だ ち と の問に お け る対

　　　　　人 葛藤場面の紙芝居図版 緲 場場面 そ の 2 ：

　　　　　 敵 意 あ り・な し条件 ともに共通，女児用 ）

場　　面　敵意の有無　紙芝屠匱版の場面内容

砂　 場　 あり

なし

殯み 不　 あり

なし

琵　 虫　 甥

なし

承遊び　 あり

なし

プランコ　 甥

なし

三人で砂山とトンネルを作ウあげたときに友だちMlくる、友だちは主人公の作った

トンネルをみて ［変だなあ」ヒいVt すべてを放意にμ…］いて壊してLまっ た。
1人で砂lirとトンネルを作ウあげたときに友だちがくる。しかし，友だちゆ足がそ

ばの石にあたって友だちは転び，砂山の上に倒fした，そして、主人去の作， たすべ

てを壊してしまった。
積み不の家を作Pあげたときに友だちがくる．友だちは目分も債み入て塚を作ウた

いとい っ て主人公の作っ た積み木お家を故意に壊してしまった，
積み木の家を作Pあげたときに友だちがくる。しかし，友だちの手が偶然にも積み

木の家にあたる。主人公の作っ た積み木の家を壊してしまっ た，
主人公はやっと捕まえた昆虫1：男児：嬋，女丹：蝶　虫の好みは事前註査よ）選捉）

を龕に入れ，それを友だちにみせた，友だちは籠のふたを調け，訣意に昆虫を逃が

してしまった。
主人公はやっ と捕まえた晃虫を籠に入れ， それを友だちにみせた．．友だちが昆虫を

よくみたくて＃oふたを聞けたとき，昆虫が籠，）外に出た。友だちは晃虫を逃がし

てしまっ た，

水遊びをしている友だちの側を通ったりすると突然友だちは主人公にいっぱい水を

かけた自
水遊びをしている友だちD側を通っ た。そのとき友だちが聞違っ て主人公に水を

いっ ぱいかけた。
主人公はプランコにの口たくて1慎番を待っ ているc そこに友だちがきて，故意に1t
番を孜かして主人公よ卩先にプランコにのっ てし：r，た。
主人公はプランコにの口たくて頂番を待っている。その間にむこうからボールがと

んでくる。主人公がポールに気を取ら礼ている閏に友だちがきて，先にプランコに

のってしまった，

調査結果 ， 及 び園生活 の 遊び の 中で 生 じやす い 子 ど も

の対人葛藤場面に関す る保育者らへ の調査結果等を も

と に行 っ た 。 被験児が主人公 の 立場 をより理解 で き，

場面に対 し て よ り感情移入 して 判 断しやす い ように 主

人公 を被験児自身と し た 。 図版及び教示 内容の
一

例 は
，

FIG．1．−13，　 FIG，1−24，／，に示す通 りで あ る。

結果 　自由 回答よ り得られ た SPS 方略 を カ テ ゴ リー

分類し た結果 ， 5種類の SPS 方略が得ら れ た 。
Cairns ，

s
砂場 場面 　そ の 1（敵 意 あ り ・な し両 条件 に共 通 ）：○ （）ち ゃ ん

（被験 児 の 名 前）は砂 場 で 遊 ぶ の が 大 好 き で す。今 H も△ △ 幼 稚

園 （保育所 ）の 砂場 へ 行 き ま し た。トン ネ ル を作 りた い の で 大 き

な砂 の 山 を つ く りま し た。「よ い し ょ ，よ い し ょ」 と少 しずつ 瀞 か

に 穴 を掘 1） ま し た 。や っ と ト ン ネル が で き ま した。
‘

砂 場場面 そ の 2− 1（敵意 あ り条件）： そ こ に お友 だ ち が き ま し

た。お 友 だ ち は 1
．
な ん だ これ，へ ん な トン ネ ル だ な あ 」と い い な が

ら，○○ ち ゃ ん の や っ とつ くっ た トン ネル を叩い て 壊 し ました。ト

ン ネル も砂 の 山 もぐち ゃ ぐち ゃ に つ ぶ れ て し まい ま し た、ス コ ッ

プ も と られ て し ま い ま し た。
tt
砂場場面 そ の 2−．2（敵意 な し 条件 ）：そ こ に お 友 だ ち が き ま し

た。そ の と き，お 友 だ ち の 足 が そ ば の 石 に ぶ つ か っ て お 友 だ ち は転

び ま した。お 友 だ ち は 「あ一一1とい い なが ら，○○ らや ん の 作 っ

た トン ネ ル の 上 に 倒 れ て 砂 の 山 と トン ネ ル を壊 して し ま い ま し

た。トン ネ ル も砂 の 山 も ぐ ら や ぐち ゃ に つ ぶ れ て し ま い ま した。
そ の あ とお 友 だ ち は ○○ ち ゃ ん が 砂場 に お い て い た ス コ ッ プ を

手 に 持 ち ま し た。
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Cairns，　Neckerman，　Ferguson＆ Gariepy （19s9） は ，

仲 間 に よ っ て 被害 が も た ら さ れ る 場 面 で の 子 ど も の

SPS 方略 に は ， 身体的 ・言語的攻撃行動 ， 仲 間 はず

れ，加害者 に 対す る説明 の 要求な ど の 報復を抑制 し た

正 当な主張的行動 ， 言語的報復行動 ， 大人 や 教師 な ど

の権威者に対す る ア ピー
ル ， 何 もし な い ，泣 くなどが

あ る こ と を指摘し て い る 。 本研究 に お い て も ほ ぼ こ れ

と同様な解決方略 の 種類 が 得 られ た。しか し相違 点と

し て ， 本研究で は 「仲間 はずれ」 とい う項 目が得 られ

な か っ た 。こ れ は 本研究 で 用 い た材料の 対人葛藤場面

が ， 子 ど も同 士 の
一

対
一・

の 場面 に 焦点が 当て ら れ て い

た た め，集団関係 の な か で 生 じる 「仲間 は ず れ 方略」

の 回答が得 ら れなか っ た の で は な い か と考 え られ る。

調 査 結果 に 基 づ き
， 泣 き に よ る解決 ， 攻撃・報復 （非言

語 ）的解決，他者依存的解決 ， 言語的主張解決 ， 消極的

解決 の 5 つ の 方略 を描 い た 絵 カ
ー

ド （FIGURE 　2 参照） を

作成 し た。SPS 方略 の 図版 は ， 各場面の 内容に対応 し

た絵 カ ー
ド5 枚ず つ で あ る 。 S2は柑手を叩 く・か む ・

押 す の 非言語的 ・身体的攻撃や 報復行動 を ／枚 の 図版

で 呈示す る 必要があ っ た 。
こ の 点を考慮 し ， 図中 の 主

人 公 を動 か す こ と で 全 て の 行 動 を 表現 で き る カ
ード

搬 が 動 く）を作成 し た 。 3歳 6 ヵ 月 か ら 6歳の 園児全員

が紙芝居の 内容を十分に理 解し て お り，場面 を悲 しさ

あ る い は怒 りを 感 じ る嫌 な 状 況 で あ る と回答 し て い た 。

したが っ て ， 本研究で 用 い た対人葛藤場面 は 3歳 6 ヵ

月以 降の就学前児に 理解可能な内容で あ っ た とい える。

　被験児　H 市の 公 立保育所 の 年少児 ク ラ ス 44名 （男

児 20 名，女 児 24 名 二平 均年齢 3歳 10ヵ 月，3 ：06−4 ；〔〕2＞， 年中

児 ク ラ ス 43名 （．男児 22名，女児 21名 ；平均 年齢 4 歳 10ヵ 月，

4 ： 05−5 二 D3），年長児 ク ラ ス 51名 （男児 27名，女児 24 名 ：

平 均年齢 5 歳 11 ヵ 月，5 ： 06−6 ： 03）， 計 138名で あ っ た 。 こ

れ 以後本研究で は平均年齢 と レ ン ジ を考慮 し ， 年少児

ク ラ ス に 属す る被験児 を 4 歳児 ， 年中児ク ラ ス を 5歳

児 ， 年長児 クラス に 属す る被験児 を 6歳児と記述 す る 。

　実施時期　入 園後，幼児 の 生活が あ る程度安定 し，

夏休 み に 入 る 前 の
，

7 月 か ら 8 月上旬の間に実施 した 。

　要因計画 　 3 （年齢 ：4歳児，5歳 児，6 歳児）× 2 （相手 の 敵

意 の 有無 ： あ り，な し ）の 2 要因計画 で あ り，相手 の 敵意

の 有無 は被験者間要因で あっ た 。

　手続 き　実験者は実験前の 2 ・3週 間被験児 と一
緒

Sユ：泣 き に よ る解決方 略 S2：攻 撃 ・報 復（非 言語）的解決方略

（相 手 を叩 く・かむ・押す 等 の 非言語的な

　手 段 を用 い た身体 的攻撃 や報復 対応）

　 　 　 　 　 　 　 S4：言 語的主 張解 決方略

（説得
・
要求

・
交渉 な ど直接言語的手段を用い て 相手に 主張する対応）

NX

獣

S3 ：他者依 存 的 解 決 方 略

（保 育者
・
友 だち等，第 三者に

　助けを求める他者依 存的対応 ）

　 　 　 S5；消極 的解 決方略

（直 接相 丁に 主 張 せ ず逃 避
・
回避

・
無視 に よ る対応）

FIGURE　2　 対人葛藤 場面 に お け る幼児 の 5 つ の 社会的問題解決 （SPS ） 方略 （砂場場 面，女 児用 ）

註⊥） 以 下．泣 き解泱 方略 を S （Stra亡egy ＞1，攻 撃・報復解 決方略 を S2，他 者 依 存 的 解 決 方 略 を S3，百語的 主張解 浹方略 を S4，消極

　　的解 決 方略 を S5と略記 す る．
註 2）　 5 つ の 場 而 内容に 対応 して ，小物 や 背景等 は 多少異 な る、，各場 面 に 対応 した 内容の 5 枚 の SPS 方略 カ ードの 大 き き は，全 て A5
　 サ イ ズ で あ る 。
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に遊び，十分な ラ ポー
ル を築 い た 。 保育 所 の 遊戯室 の

一
隅 に 大 型 積 み 木 に よ っ て作 っ た 幼児 に と っ て 魅力 的

と思 われ る 「お姉さ ん と遊 ぶ お部屋 （2畳 分程度 の 広 さ 〉」

を設置 し，そ こ に 被験児を誘導 して 行 っ た。実験者 1

名 と 被験児 1 名 は テ ーブル を挟ん で 向 き合 う位置 関係

に あ っ た。紙芝居 を読み聞 か せ た後 ， 話の 内容が確認

さ れ 以下 の 質 問が 順次行わ れ た 。 面接中の 各質問 に対

す る 子 ど もの 言語反応 は全 て 記録用紙 に記録さ れ た 。

第 1 に，各対人葛藤場面 に お け る相乎の敵意を どの よ

うに 理解 ・認 知 し て い る か を査定す る た め 「こ の 子 は

△ △ ち ゃ ん （被 験 児 の 名前 を 挿入 ）に どれ く ら い 意地悪 を

し て や ろ う と思 っ て い た の か な ？」 と尋 ね ， 敵意の大

き さ の程度 に 応 じて 大，中，小 3 段階の 大き さ の ○ マ ー

ク と自い カ ード （相 于 が 全 く意地 悪 を して や ろ う と 思 っ て い

ない 場合 ）か ら カード 1枚を選択 させ た （4段 階評 定 ： 1＝

全然思 っ て い な か っ た〜4＝い っ ぱ い 思 っ て い た ）D

　 第 2 に ， 対人葛藤場面に お け る SPS 方略 を 査定す る

た め に 「こ ん な と き ，
△ △ ち ゃ んはお 友 だ ち に 対 し て

ど れ く らい ［」］ （5 っ の SPS 方 略）す る か な ？」と，対応

す る絵カー ドを 呈 示 し な が ら ， 大 （い っ ぱ い ），中，小

（ち ょ っ とだ け）の 3段階の 大 き さ の ○ マ
ー

ク と× マ
ー

ク

の 描 か れ た 4 枚か ら 1枚の カ ードを選択 さ せ て 行動予

測 させ た （4 段 階評定 ：1＝全然 しな い 〜4＝い っ ぱ い す る ），，な

お ，予備 調査 に よ り抽出し た 5 つ の 方略 を描 い た絵

カードを用 い て ，描 か れ て い る SPS 方略 に つ い て 補足

説明 しなが ら 1枚ずつ 被験児に呈示 し ， 各方略に対 し

て 4段 階評定 させ た。また 「ど う し て こ れ を 選 ん だ の

か な ？」 と評定理 由 伯 山 回 答） も質問 し た 。 SPS 方略

と い っ て もそ の 内容 は多種多様で あ り， 実際の対人葛

藤場面 に お い て 用 い られ る SPS 方略は単数で は な く

複数の方略が 並行 し て 用 い られ て い る 可能性 が高 い 。

こ の点を顧慮 して 量 的変化 ・質 的変化 の 両面 を検討す

る た め に 以上 の 手続 きを与えた 。そ の他，絵カ ードを

用 い て評定を行 っ た理 由 は ， 4 歳 児が 自由回答及 び判

断の際に十分に言語化 で きな い 場合 へ の 配慮で あ っ た 。

　 第 3 に ， 幼児の 各場面 へ の 不快感 の 程度を 評定し た 。

「こ ん な と き ○○ち ゃ ん は ど ん な顔 を して い る か な ？

これ は ニ コ ニ コ して い る ね ，
こ れ は シ ク シ クした顔 だ

ね ，こ れ は プ ン プ ン し た顔 をして い る ね。さ あ，○○

ち ゃ ん は こ の な か の ど の お 顔 に 1 番 な る だ ろ うね 。 1

枚選 ん で ね」 と表情 カード呈示 と と もに 言語教示 し ，

3種類の 表情絵カード （嬉 し さ は ニ コ ニ コ 顔，悲 しさは シ ク

シ ク 顔，怒 りは プ ン プ ン 顔 ）よ り査定 した 。 3 つ の 表情 に 限

定 し た 理由 は ， 予備調査 の 結 果，乳幼児期 か ら子 ど も

は ， その 他 3 つ と性質 を や や 異 に す る 「驚 き」を含 め

TABLE 　2　 各条件の対人葛藤場面 に 対す る感情認知 の

　　　　割合

年齢 　　　　　　　4歳 児 　　　57殖と児 　　　6 歳児

敵意：＼不快度　NSP 　 NSP 　 NSP

敵意 あ り条件 　 54847 　 24057 　 33759

敵意 な し条件　 54352 　 74647 　 55637

註1） N ：ニ コ ニ コ 顔，S　 シ ク シ ク顔，　 P ．プ ン プ ン 顔 の 1烙。

た 「嬉し さ ・悲 し さ ・怒 り」の 4 種類の 感情 とその 表

情を認知 し分 けて い る （lzard，1990 こ と ， 幼児 に は状

況的手 が か りと表情 の 両方を認知し か つ そ れ ら を融合

す る能力 が あ る （Reichcnbach＆ Masters ，1983） な どの 諸

研究 の 結果 に基 づ い て い る 。 最後 に ， 読み終えた紙芝

居 を再度み せ て 内容 の 確認 を行 っ た 。

　以 上 の 手続 き を各 5 場面 に つ い て 行 う時間を 要 す る

実験で あ っ た た め ， 被験児 の 集中力 の 持続 に 応 じて途

中で魅力的な遊 びを取 り入 れ て 実験 した 。 なお ，場面

や 方略の 順序効果 を相殺 す る た め に，対人葛藤 5 場面

と SPS 方略図版 ， 各質問時 の 評定 カ
ー

ドの 呈示順序 は

ラ ン ダム に 行 っ た。分析対 象は最終的 に ， 4歳児 40名，

5歳児 42名 ， 6歳児 48名 （男女 約 半数ず つ ） で あ っ た。

結 果

1． 対人 葛藤場面 に対す る 感情認知 （不 快 感）

　幼児 の 各場而へ の 不快感の 有無 ， 即 ち感情認知 を 3

種類 の 表情が 描か れ た絵カードに よっ て 査定 した 。 各

幼児 の 対人葛藤 5場面 で の 3 種類 の 感情の割合 を 出 し ，

それ を条件 ご と に 平均 し て 算 出した （TABLE 　2 参照 ）。

　各条件 に お け る 被験児 の 各場而 に 対す る不快感を査

定す る た め に 場面及 び 年齢 ご と に 敵意 の 有無 に つ い て

カ イニ 乗検定 を行 っ た 。 そ の 結果 ， 6 歳児 の敵意の有

無条件 に お い て 有意な差 （ρs 〈．O！）が 認め られ ，シ ク シ ク

顔が昆虫場 面 を除 い た そ の 他 の 場面 に お い て 敵意あ り

条件 と比 べ て 敵意 な し条件 で有意 に 多 く（p．sく．  ， プ ン

プ ン 顔が ブ ラ ン コ 場面以外 の 全 て の 場面 に お い て 敵意

な し条件 と 比 べ て 敵 意 あ り条 件 で 有 意 に 多 か っ た

｛Ps〈．Ol）。 な お ， 全 て の 年齢や場面及び条件間 で シ ク シ

ク顔 とプ ン プ ン 顔が ニ コ ニ コ 顔 よ りも有意 に 多 か っ た

（Ps〈．05）。
ニ コ ニ コ 顔 を選択 した幼児は対人葛藤が 起 こ

ろ う と し て い る状況 をネ ガ テ ィ ブな場面 と捉 え て い な

い こ とが 予 測 さ れ る た め 分析対象 か ら 除外 し た。

2． 相手の敵意の 有無 に 対 する認知

　 各対人葛藤場面 に お い て 相手 が ど れ く ら い 意地悪 を

し よ う と 思 っ て い た か を 4 段 階評定さ せ た 平均値及び

標準偏差を TABLE 　3 に 示す。対人葛藤 5場面 に お け る

評定得点 の 平均値 に 対 して， 3 （年鮒 x2 嗷 意 の 有鱒
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TABLE 　3　 対人葛藤場面 に お け る相手の敵意の有無の

　　　　評定得点 の 平均値

敵意 の有 無＼年齢 　　 4歳児 5歳児 6 歳児

敵 意 あ り

敵意な し

3、17（　．69）　 3．30 （　．78）　　3．33 （　．64）
2．OD（　．82）　 2．OO（　．S8）　　1，52（　．85）

X ／） 最高点 は 4 点 で あ る 。　 註2） （ ）内は標準偏 差 。

の 2 要因分散分析を行 っ た結果，敵意 の 有無 （F1 川
＝

58．62，p〈．。1） の 主効果が 有意で あ り， 敵意 な し条件 と比

べ て 敵意 あ り条件で相手の敵意を高 く認知 して い た。

3． 各条件ごとの SPS 方略

　条件 ご と の 各年齢に お ける対人 葛藤 5 勘 面 で の 各

SPS 方略の評定待点の 平均値 を FIGURE　3
，
4 に 示す e

　年齢及び敵意 の 有無の 条TI’が SPS 方略 の 選択 に ど

の よ うに 影響し て い る か 検討 す る た め に 3 （年齢 × 2

撤 意 の 有無）X5 （SPS 方略）の 3 要因分散 分析 を行 っ た。

そ の 結果，年齢，相手 の 敵意 の 有無，SPS 方略 の 主効

果が 有意（Ps〈．Ol）で あ っ た。よっ て ， 各主効果に つ い て

ラ イ ア ン 法 に よ る多重比較 を行 っ た と こ ろ ， 5 ・6歳

4
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FI（URE 　3　相手 に 敵意 が あ る対人 葛藤場面 に お け る

　　　　 幼児 の 社 会的問題 解決 （SPS ）方略の年齢 ご と

　　　　 の評定得点 の 平均値
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FIGURE　4　 相手 に 敵意が な い （偶発 的な ）対 人葛藤場面

　　　　 に お け る 幼児 の社会 的問遉 解決（SPS ）方略 の

　　　　 年齢 ご と の 評定得点 の 平均値

児 に 比 べ 4 歳児 （tc、2、）
＝2．66 ；3，97） の 方が ，敵意な し に

比 べ て 敵 意 あ り条件 （3．41）で SPS 方略 が 有意 に 多 く，

Sl，
　 S2，

　 S3に比 べ て S4 （t 〔ngG ）
＝6．53 ； 5，83 ；

・1．17） と

S5 （6 〔椡
＝5．10 ；4．・lo；2．74）が 有意 に 多か っ た 。ま た，年

齢 × SPS 方略 （F｛s．4、，〕＝3．16，　p〈．D5），敵意 の 有無 × SPS 方

略 （Fr．，、1，。一
6．35，　 p〈．Ol）年齢 × 激 意 の 有 無 × SPS 方 略

（F 〈s、、、、）
＝4．25，ρく．Ol）の 交 互 作用効果 が有意 で あ っ た。各

交互作 用 に つ い て そ れ ぞ れ 下位検定 を行 い
， さ らに多

重比較を行 っ た結果を以下 に 示す （Ps〈．G5）。

　 年齢 × SPS 方 略 S1で は 6 歳 児 と 比 べ 4 歳 児

（t （EZ の
＝2．97）， S2で は 5 ・6 歳 よ り 4 歳 児 （t ‘，、0）

＝2．32 ；

3、OD ，　 S3で は 5 ・6歳 と比 べ て 4 歳児 （tCG20〕
＝2、55 ；4．〔19）

で 各 SPS 方略が 有意 に 多か っ た。一
方 ， 5 歳児 に お い

て は ， Sl・S2・S3方略 と比 べ て S4 （t　c4gG）
＝4．42 ；4．エL3 ．16）

が ， 6 歳 児 に お い て は Sl ・S2 ・S3方略 と比 べ る と

S4 （5．02 ；4．24 ；3．74＞ と S5 （6．21 ；5．42 ；4．93） が有意 に 多

か っ た。

　敵意の有無 × SPS 方 略　敵意 あ り条件で は S1・S2・

S3 ・S5 と比 べ て S4 （〜 6〕
＝4、53 ；3．91 ；2．51 ；3、63），敵意

な し 条件 で は
，
S1

，
　S2

，
　S3と比 べ て S4（t （、s6〕

＝4．70；4．33，

3．38） と S5 蜘 ，、厂 6．3i ；5．94 ；
・L99） が有意に多か っ た 。

　年齢X 敵意の 有無 XSPS 方略　敵意あ り条 件 で の

S工　（t
ω 2D｝

＝2．87）　と S3 （t　ra20〕
＝2．82）　は ，　6 歳玉恩　（s！ M ＝

L67，　SD＝．94 ；S3　M ＝1．92，　SD ＝LO4 ） と比 べ て 4 歳児 （Sl

M ＝2、55，sD ＝1．12 ；s3　M ＝ 2．9e，　SD ＝．89） で 多 く，
　 S4は 4

歳児 （M ＝2．4（），sD ＝．92） と比 べ て 6歳児 （M ＝3．38，　SD ＝

．86） （軸 吁 2，68）で 有意 に多か っ た。一
方，敵意な し条件

で は ， S4が 6 歳児 （M − 1、96，　SD ＝．89）と比 べ 4 歳 〔M 　 2、80，

SD − 1、03）や 5歳児（M 　 2．71，SD ＝．98）（X　（62。）
＝3．39；2，81）で

多 く， S5が 4歳（M ＝2．05，　 SD＝IK｝2） や 5歳 児 （M ＝2．62，

SD ＝1．05）と比 べ て 6歳児 （M ＝3．38，　SD ＝．86） （t　｛，，。，
＝4、17 ；

21 ） で有意に多か っ た 。 5 歳児 の 敵意 あ り条件で は ，

S2（M − 2．1G，　SD＝1．02）や S5 （M ＝1．95，　SD 二．95）と比 べ て

S4（M −：3・OO，　SD ＝・93） （t（“ gs ）
− 2．83 ；2．98）が ， 敵意な し条

件で は ， Sl（M ＝1．72，　SD
− 1．03）や S2 （M − 1．71，　SD；L12）

及び S3（M ＝／、71，SD ＝1，08）と比 べ て S4 （1 “、、〕− 3．43 ；3．43；

2．98） と S5 （t 〔．196 ）
＝3、28 ；3．28 ；Z．83） が有意 に 多か っ た 。

6歳児の敵意あ り条件 で は，Slや S2（M ＝2．OO，　SD ＝1．08）

や S3及び S5（M ＝2．04，SD ＝1．1〔｝） と比 べ て S4（tc．、ee ）
＝5．71；

4．6G ；4．32 ；3．76）， 敵意 な し 条件 で は
，
　 SHM 　1．54．　SD ＝

．87）や S2 （M ＝1，50，　SD ・．96）や S3 （M ＝1．58，　SD ＝．95）及び

S4と比 べ て S5（M ＝3．38，　SD −．86） （t 〔、、、〕
＝6．83 ；6、83 ；6．41 ；

5．43） を 有意 に 多 く行 う と認知 し て い た。
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考 察

　本研究の 目的は ， 4歳 （3歳 6 ヵ 月 ）か ら 6 歳 の 幼児 を

対象に ， 同年齢 ・同性の 友だち との 間 で 対人葛藤 が 生

じ よ う とす る状況 に お い て ， 相手 の 敵意 の 有無 が 幼児

の 社会的問題解決 （SPS ）方略 と ど の よ うに 関係 し て い

る の か ， そ の関連性を認知的側面 か ら発達的 に 検討 す

る こ とで あっ た 。実験 は個別面接で行 い
， 敵意解釈課

題や SPS 方略 の 評定 は ， 相手 が被害 を引き起 こ す状況

及 び社会 的問題解決方略 を描 い た 図版 を用 い て 査 定し

た。

1． 対人葛藤場面 に対する感情認知 （不快感 ）

　各条件 に お ける被験児 の各場面 に対す る不快感 を査

定す る た め に 場面及び年齢ご とに 敵意 の 有無 に つ い て

カ イニ 乗検 定 を行 っ た 。そ の 結果 ， 全て の 年齢及び条

件聞 で 悲 しさ と怒 りの表情が嬉 し さ の表情図版 よ りも

有意 に 多 か っ た 。よ っ て ，本研究 で 用 い た対人 葛藤場

而を被験児がネガ テ ィ ブ な場面 と捉 え て お り， 材料が

3 歳 6 ヵ 月以降 の 就学前児 に 対 し て 理解可能で適切な

内容で あっ た こ とが示 さ れた、また 6 歳児 に お い て，

敵意な し条件で は敵意 あ り条件よ りもシ ク シ ク顔 が 多

く ， 敵意 あ り条件で は敵意 な し条件 よりもプ ン プ ン 顔

が有意 に 多 か っ た こ と か ら， 6 歳児 は 対人葛藤 の 生 じ

る状況に お い て ， 相手 に敵意が あるときは怒 りを，相

手 に 悪意 の な い 偶発場 面 で は悲 しみを多 く感 じて お り，

同 じ不快感 で も そ の 感 情 が 異 な っ て い る こ とが 示 さ れ

た 。

2． 相手の 敵意の 有無に対する認知

　 5場面 に お け る評定得点の 平均値 に対 して
，

3 （年

齢）× 2 徹 意 の有 無） の 2要因分散分析 を行 っ た 結果 ，

3 歳 6 ヵ 月以降の 就学前児は ， 相手 の 行動 を不愉快だ

と感 じ た 場合，被害 が偶発 に よ り生 じた 状況 よ り も相

手 に敵意 が ある状況 に 対 して ， そ の情報を認知し た場

合 に 相 乎 の 敵意 を有意 に 高 く認知し て い る こ とが明 ら

か に な っ た。し た が っ て ， 対 人 葛藤場 面 に お い て 3歳

6 ヵ 月以降 の 就学前児 は他者 の 敵意の有無を理解で き

る こ と，また は 柑手 の 攻撃的な行動が 悪意 に 基づ か な

い 場合もあ る こ と を 認知 し て い る こ と が 示 唆さ れ た 。

5歳前後 で こ の 能力 が 認 め ら れて い る先行研 究 （中澤，

1996） の 結果 よ り仮説（1｝と（2）は導か れ て い た が ， 3歳

6 ヵ 月 か ら 4 歳児 とい う低年齢 に お い て も す で に相手

の 敵意 の 有無 に 対 し て 理解 ・
判断が行わ れ て い る こ と

を認知面 か ら証明 した 点は ， 本研究 の 注目す べ き 結果

の 1 つ で あ る。今後，よ り低 年齢 の 幼児に対 す る検 討

が 期待 さ れ る 。

3．各条件ご との SPS 方略

　年齢及び敵意の有無の 条件 と SPS 方略 と の 関係 を

検討す る た め に 3 （年齢）× 2 （敵意の 有 鋤 × 5 （SPS 方略）

の 3要因分散分析を行 っ た結果， 4歳児は 5 ・6歳児

と比 べ て，相手 に敵意が ある場面で は敵意がな い 場面

よ りも SPS 方略 を よ り 多 く用 い る，と認 知 し て い る こ

とが示 された 。 また，対人葛藤が生 じ た場合 ， 全体的

に就学前児 で も泣 く，非言語的な報復約方略を 用 い る，

第三 者 に 援助 を 求 め て 解決す る と い う方略 よ り も， む

し ろ 言語 を用 い た主張方略 に よ っ て 問題 を解決す る と

考 えて い る こ とが明 らか に な っ た。以 上 の 結果 は，5 ・

6 歳児を対象 に 検討 し た 中澤 （1995）の 結果 と
一・

致 し て

い た 。

　各交互作用効果 に つ い て 下位検定 し た 結果，及 び多

重比較を行 っ た結果 か ら導 い た考察 を以下 に 列挙す る。

　年齢XSPS 方略　 4歳児は ， 6歳児 よ りも泣 き方略

を， 5 ・6歳 児 よりも攻撃 ・報復的，他者依存 的方略

を多く行 う と認知 し て い る こ と が 示 さ れ た
。

し た が っ

て ， 新 しい 環境 へ の危機的移行期 に あ る 4歳児 は， 対

人葛藤場而に お い て ， 非言語的な方略 を用 い て 問題 を

解決 し た り， 自分 で 問題を解決せ ず保育者及び友だ ち

に 助 けを求め る他者依存的方略に よ っ て 自己 の欲求 を

充足す る と認知 し て い る こ とが明 らか に な っ た。泣 く，

攻撃・報復的 ， 他者依存的方略よ りも言語的主張解決方

略 が 多い 点は ， 5 ・6歳児の共通点で ある
一

方 ， 相違

点 と し て ， 6歳児の 方が消極的方略を多く用 い る と認

知 して い る こ とが 挙げら れ る 。 6歳児の消極的方略を

自己抑制的な対応で あ る と捉え る と ， 6歳児に な る と

対人葛藤場面 に お い て 自己抑制的 に な る （柏 木，1988 ＞と

い う見解 と
一

致 した とい え よ う。

　 敵意の 有無 × SPS 方略　敵意あ り
・な し条件を比べ

て ， 敵意 あ り条件 で は言語的主張方略 が そ の 他全 て の

方略よ り多か っ た。・．一
方 ， 敵意 な し条件 で は言 語的主

張 に カrlえ て 消極 的方略 を多 く行 う と認知 さ れ て い た 。

よ っ て，すで に 3歳 6 ヵ 月以降の 就学前児 に お い て ，

対人葛藤場面 で の 相手 の 敵意 の 有無 （相手が どの よ うな 意

図で そ の 行 為 を行 い ，その 状況 は ど の よ う な 原囚
・
理 由 に よ っ て

引 き起 こ され た の か）に 関す る 情報 に 淀意 が向け られ そ れ

ら を認知 す る 能力が獲得さ れ て い る こ と，か つ 状況 に

応 じて SPS 方略を選択 して い る こ とが 示 さ れ た 。

　 年齢 × 敵意 の 有無 × SPS 方略 相 手 に 敵意 が あ る

対人葛藤場面 で は ，
4 歳児 は 6歳児 よ りも泣 き方略 や

第 三 者 に 助 けを求 め る他者依存 的方略 を多 く選択す る

こ と が 示 さ れ た。前者 の 結果 は，対人葛藤場 面に お い

て 4歳児 は相手 を叩 い た り玩具 を取 る な ど非 謡語的対
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応が 多い （Shure ，1982）結果 と 同様 で あ り， 後者 か らは ，

対人葛藤状況に直面 し た 4 歳児 に 対 する保育者 の 関わ

りの 重 要性 が 示 唆 さ れ た。ま た， 6 歳児 は 4 歳児 よ り

も言語 を 用 い た 主張的方略 を多 く行 うと考えて い る が ，

一
方，相手に敵意が な い 場面 で は， 5 歳児あ る い は 4

歳 児 で さ え も 6 歳児 よ りも言語的主張方略を多 く行う

と認知 して い た。こ の 結 果は ， 幼児期 で す で に言語に

よ る行動統制 が 可能 で ある見解 （Bem ，1967 ）を支持する

だ けで な く，
4 歳児 と い う低年齢で も相手 の非敵対的

な意図 を理解 した場合 は ， 言語に よ っ て行動統制す る

こ とが 可能 で あると認知 して い る こ と を明 らか に し て

い る 。

　 また ， 5歳児は敵意 あ り場面で は ， 問題解決す る際

に 非言語的攻撃 ・報復方略 や 消極的方略よ り も言語的

主張方略 を ， 6歳児で も他の 全て の 方略よ り社会 的 に

よ りコ ン ピテ ン トな言語的主張方略を多 く行う と 認知

して い た 。 しか し ， 敵意な し場面で は， 5 歳児 は 言語

的主張方略に加え て逃避 ・回避 また は無視す る とい う

消極的方略が 多か っ た が ， 6歳児 で は そ の 他 の 全 て の

方略よ り も消極的方略を多 く用 い る と認知 して い た。

　上 述の な か で 特 に 注 目す べ き結果 は，敵意 な し条件

に お い て ， 6歳児が 4 ・5歳児 よ りも消極 的方略 陽 面

か ら逃 避・
回避・無 視す る あ る い は無 反 応） を多 く行 う と認 知

し て い た 点で あ ろ う。 こ の変化 は特 に 5歳児 と 6歳児

の問で顕著に み られ た 。 詳細 に は， 5歳児 は偶発に よ

る対人 葛藤場面 で あっ て も そ の 状況 が 自分 に と っ て ネ

ガ テ ィ ブ な 場面 で ある と認知 した場合は 消極的に対応

した り
・言語的 に 白己主張す る こ とに よっ て 問題 を解

決し よ う とす る が， 6 歳児 に な る と ， た と え状況 を自

分 に と っ て ネガ テ ィ ブな場面 で あ る と認知し て も ， そ

の 状況 が 相手 に 悪意 の ない 偶発 的 に 生 じた 場面 で あ る

こ と を 理解し た 場合 は，相手 の 行為 を非言語的 ・
言語

的 に 責 めた り
一・．一

方的 に 自己主張 した りせ ず ， む し ろ場

面 自体 か ら逃避 ・［・避 した りあ る い は状況 を無視す る

と い っ た 消極的方略 で 対応 す る と認知 し て い た 結果 を

指す。こ の 理 由 として 以下 に挙げ る点が考え られ よ う 。

　第 1 に
， 感情認 知 （不快感 ） との 関連で あ る。本研究

で は， 6 歳児 は ，相手 に 敵意 が あ る状況 に 対 して は怒

りを，敵意 の な い 状況 に は 悲 しみ を多 く感 じ る と認知

して い た 。 こ の 結果 は感情認知 と SPS 方略 との 関連性

を 明 ら か に した とい え る。しか し， 怒 り と悲 し み が 幼

児 の 攻撃 ・主張 ・協調性 と どの よ うな関係 に あ る か は

依然 と し て 不明 で あ る 。 幼 児 の 社会的認知 と情緒的覚

醒及び情緒制御 の 問題が SPS 方略 に 及 ぼ す影 響 を詳

細に検討す る こ とが 今後 の 課題 と して 残 された e

　 第 2二 に ， 共感性 や 愛他性 。向社 会性 の 問題 との 関

係 があ る 。 SPS 方略評定 の 際の 自由回答 に は ，「（相 手 は）

わ ざ とや っ た わ けで は な い か ら許 して あげ る」 とい う

理 由が多 く， 加齢と と もに その 回答 が 顕著 に 増加 して

い た 。 従来多 くの 研究か ら，幼児 に お い て も相手 が 困

窮状態 に ある状況 で は愛他的 ・向社会的行動を行 う結

果 が確認 さ れ て い るが ，本研究 に お い て も， 偶発 に よ っ

て 生 じた対人 葛藤場面 に対 して は ， 不快感だ け で は な

く相手 へ の 思 い や りが生 じた可能性が ある 。 仲間関係

の 対 立 に お い て 幼児 は自己中心的だが ， 加齢と と も に

他者の 視点 を理解で き る よ うに な り ， 他者視点取得能

力 の 発達 が 向社 会的行 動 の獲得に大変関与 し て い る

（Selman，1980）こ とも示 され て い る 。 今後，他入の 感情

や 情 動反応，視点 ， 思考 ， 観点 ， 動機 ， 意 図 を 推測 し

て それを理解す る他者視点取得能力 （Eisenberg ＆ Mus −

sen ，1989）と SPS 方略 との 関連性を さ ら に 検討す る こ

と で ， よ り深 い 考察が可能 と な ろ う。

　 第 3 に ， 6歳児の消極的方略 を 自己抑制的な対応 と

み なす こ とで あ る 。 従来，自己 調整 の 問題 を取 り扱 っ

て き た満足遅 延 や 誘惑 ・逸脱 へ の 抵抗 の 研究領域 に お

い て ， 自己調整 を は か る た め の
一方略 と して 気 そ らし

方略 （葛藤 を 生 じ さ せ る原 因 と な っ て い る対 象及 び 誘 惑 か ら注

意 を そ らせ る 方賂） が 検 討 さ れ て き た が そ の 方向 か ら の

考察 も可能で あ ろ う。 先行研 究で は，自己内 の 葛藤状

況 に お け る子 ど もの 臼己抑制機能を高め る
一

要因 と し

て気 そ ら し 方略 が 認 め ら れ て い る 。SPS 方略評定の

際 ， 4 ・5歳児 よ りも 6歳児，特に 消極的方略を高 く

評価 し た 6歳児 に お い て 顕著 に 「ま た そ れ を作れ る （虫

を捕 れ ば，順 番待 ち を す れ ば〉か ら何 も し な い 」， 「
．
他の と こ

ろ で ま た 同じ こ と を行 える・行 う」とい う理 由が 多か っ

た。 こ れが 仮設場 面 で は 不 快 な情動 が 実 際 の 場面 と比

べ て 十分 に 喚起 さ れな か っ た こ と に 起因す る も び）な の

か ， 課題 と した対人葛藤場面 の リス ク の高さ の 問題 と

の 関係 に よ る もの な の か は本研究結果 か ら は言及 で き

な い 。しか し以 Eの よ うな理 由の 結果を考慮す る と ，

6歳児 が SPS 方略選択 の際 ， 不快で あ る被害状況だ け

に 捕 らわ れ ず ， 自 ら気 そ ら し方略を使用 し て 自己 調整

し た 可能性 を 提供し た と も考え られ る ，，

　 その 他 ，幼児 の 道徳意識の獲得 ， 遊 びや 仲間関係の

維持，自己 効力 と の 関係 も推測 さ れ る。特 に 対 人 葛藤

状 況 と は他者 が 存在 す る場面 で あ る こ と を考慮し ， 状

況要因 の み な ら ず対人 的要因 （相手 との 人 間関係，相手 の 特

性 認知等〕 との 関与，即 ち ，場面及 び 対人的情 報 と幼 児

の SPS 方略との 関連性 を顧慮 した 解明 が 望 まれ る 。

　本研究の成果及 び今後の 課題 をまとめる。遊 び の 中
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で 自己 の欲求 が 他者 に よ っ て妨害さ れ た際 ， 幼児の

SPS 方 略は ネ ガ テ ィ ブ な 場 面 を も た ら し た 他 児 の 敵

意 の有無 と深 く関連 し て い る こ とが 示 さ れ た 。 ま た ，

対人葛藤場面 に お け る 幼児 の SPS 方略は，社会的認 知

（状況 認 畑 の 影響 を受 け な が ら， 4歳前後か ら加齢 と と

もに非言語 的 で 衝動的な方略 （泣 く・叩 く）か ら言語的で

よ り社会的 に コ ン ピ テ ン ト （説 得や 説 明返 去1畩 頼 な ど）な

方略へ と発達的 に 変化 し て お り，加え て，次第 に他者

に依存す る こ とな く自律的 に社会的問題場面を解決 し

よ う と認知 し て い る こ とが 明 らか と な っ た 。こ れ ら の

結果 は ， 仮説（3）を検証す る もの で あ っ た。ま た，幼児

は対人葛藤状況が どの ような原因 に よっ て もた ら さ れ

た か を各 文 脈情報か ら認知 し よ う と して い る こ と，そ

こで の 情報処理 を も と に SPS 方略を選択 して い る こ

とが 示唆さ れ た。こ れ に よ り文化的要因の み な らず就

学前児 の 社会 的認 知 要 因 と SPS 方略 と の 密接 な関係

が 明 ら か に さ れ た とい え る 。 特に 5 歳児で は す で に 自

分 の 欲求 を言語を媒介 と し て，即 ち ， 伝達手段 として

用 い て 問題 に 対処す る 可能性 が 高 い こ と ， さ ら に ， 幼

児はその 自分 の 言動 を通 し て相手 の 行動を規制 ・変化

させ る こ とが 可能 な こ と を 明確 に把握 ・認知 し て い る

可能性が示唆 さ れ た。しか し，仮設 の 対人葛藤状況 に

お い て 上述 の ように 認知 して い た か ら と い っ て 実際の

場面 で 言語的 ・自律的方略 を即座 に 行為 と し て行え る

か 否か は また 別の 次元 の 問題 で ある。本研究 で は仮設

場面を材料 と して 用 い たが ， 「1常生活 に お ける友だ ち

との 社会 的相互作用 で は よ り多 くの 文脈情報 が 存在 し，

情緒的覚醒 レ ベ ル も高 く， 諸情報を瞬時 に 処 理 ・判断

す る必要があ る状況 に 立たされ よう。また，人 は 環境

か ら影響 を受 け る だ けの 受動的存在 で はな く，認知の

発達に伴 っ て 自ら環境 に働 きか け る能動的存在 で も あ

る 。 今後 ， Bandura （1986）が主 張す る社会的認知理論

に 基 づ き行動 ・認知 ・環境 とい っ た総合的視 点 か らの

研究 が 待 た れ る 。 そ の 際 ， 幼児の認知面 と実際の 行動

の 関係 に 影響す る情緒制御の 問題 も考慮す る 必要が あ

ろ う。本研究の 結果 は，仲間内地位を指標 と して 仲間

の 行為 の 意図 を解釈 す る際 の 敵意帰属傾向及び認知 と

方略 と の 関係，ま た 社会的行動 ・認知 と情緒制御 との

関係 を検討 して い る諸研究 に 対 し て も発達的観点 か ら

の 結果 を提 供 で き た と い え ， 今後 こ れ ら の 研究を検

討
・考察す る 上 で も有効な指標 ・資料 と な ろ う。
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DeveloPmennd  Study of Social Cognition and  Social

      Problem-Solving Slrategies in Intempersonal

        Conflict Siimations in Preschool Children

ArKo ltd/･IRvH･Lnde1 (}ilimos･io7'oj CFLoRmL4 Sntnl titx,n,Ellsfl'x) "qR4sww  Jt)t.ubv.4L oF  en[icA7ToN4L dswnoLoGv, J999, 4Z  451--･I61

 The  present study  concerns  developmental changes  in social  cognition  of  interpersonal conflict  situations

and  social  problem-solving  strategies  for interpersonal eonflicts.  130 Japanese preschool children,  4, :-), and

6 y ¢ ars  old  (about equul  numbers  of boys and  girls), answered  questions  as  to how  they  would  feel and  behave

when  provoked  by their peers. The  variable  manipulated  was  the other's  hostility in conflict  situations.  5

social  problem-so]ving strategies  that the children  provided  were  analyzed  by an  analysis  of  variance.  <1)
The  children  recognized  the other's  hostility. {2} Older children  shMed  from nonverbal  and  dependent

strategies  to verbal-assertive  and  independent strategies,  {3} Although the children  adopted  more  verbal

strategies  when  they  realized  the other's  hostility, they  took  more  passive  strategies  as  well.  The  difference

among  age  groups  was  most  significant  between the 5- and  6-year-olds. (4> When  the 6-year-olcls clid not

identify the other's  hostility, they  understood  themselves  to take  a  passive strategy,  even  if they  saw  the

situation  as  negative.  In terms of  social  cognition,  these results  suggest  a  significant  relation  betysreen the

recognition  of the other's  hostility and  social  problem-solving strategies  in conflict  situations.

   Key  Words  : interpersonal conflicts,  social  problem-solving  strategies,  preschool  children,  social  cogni-

tion, $elf-regulation
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