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幼児の 関係性攻撃 と社会的ス キ ル

磯　部　美　良
i

佐　藤 　正 　二 2

　本研究 の 主 な H 的 は，関係性攻撃 を顕著 に 示す幼児 の 社会的 ス キル の 特徴 を明 らか に す る こ と で あ っ

た。年中児 と年長児 の 計 ：1　62名の 攻撃行動 と社会的 ス キ ル に つ い て ．教師評定 を用 い て 査定 した。関係性

攻撃得点 と身体的攻撃得点 に よ っ て ， 関係性攻撃群 ， 身体的攻撃群 ， 両 高群 ， 両低群 の 4 つ の 群 を 選出

し た 。 社会的 ス キ ル に つ い て群問比較を行 っ た結果，両低群 に 比 べ て，関係性攻 撃を高 く示 す 了 ど も（関

係 性 攻 撃群 と両 高糊 は ，規律性 ス キ ル に 欠 け る もの の，こ の 他 の 社会的 ス キ ル 〔友情 形 成 ス キル とVR 性 ス キ

ル ）に つ い て は比較的優れ て い る こ とが 明らか に な っ た 、， ま た ， 関係性攻撃群は ， 教師に対 し て良好な社

会的ス キ ル を 用 い て い る こ とが 示 され た 。さ ら に，関係性攻撃群 の 男 児 は友情形成ス キ ル が全般的 に優

れ て い る の に 対 し て ，関係 性攻撃群 の 女児 は 友情形成 ス キ ル が 一
部欠 けて い る こ と が 見出 さ れ な 、こ れ

らの 結果 か ら，関係性攻撃 の 低滅 に は ， 規律性 ス キ ル の習得を目指 し た社会的 ス キ ル 訓練が効果的 で あ

る こ と な どが示唆 された。
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問 題

　仲間 か ら拒否 さ れ る 子 ど も の 目立 っ た特徴の
一

つ で

あ る攻撃行動は，こ れ まで 多くの 研究の 対象と な っ て

き た 。 こ れ らの 研 究 を概観す る と，男子 の み を調査対

象 と して い る もの や，攻撃行動 を身体的，言語的 な も

の に 限定 し て 検 討 し て い る もの が 多 い 〔CDie ＆ Dodge ，

1998）。 こ れ は ， 攻撃行動が 男子 に よ く現 れ る 問題で あ

る と考 え られ て い た た め で あ る 〔Coie，　Doclge，＆ Kupers．

1nid ［，1990）o

　 と こ ろ が ， 女 子 の 攻撃性に着口し た研究者ら に よ っ

て ，こ の よ う な 考 え 方 と は
一

致 し な い 結果 が 報告 さ れ

て い る 〔Cuirns，　Cuirns，　Neckerman ，　Ferguson，＆ Gari6py，

1989　；Crick　＆　C　rotpetel
’，】995　；Feshhach、1969　；Galen 　＆

Undei’wood ，工99ア ；Lagerspetz，　BjUI
．kqvist ．＆ Peltonen ，19S8）。

例え ば， Lagerspctz　ct 　a1 ．（11｝SS） は，自己評定法 と仲

間評定法 を 用 い て ，小学 5 年生 の 男女 の 攻撃行動 を査

定 した。その 結果 ， 男子 は叩 く， 蹴 る とい っ た攻撃行

動 を 多 く示 す の に 対 し，女子 は仲問は ず れ や 無視 と

い っ た 攻撃行動 を 多 く示 した。ま た ， Cairns　e亡aL （1989 ）

の 小学 4年生 か ら中学 3 年生 ま で の 6 年 に わ た る縦断

的研究 に よれ ば ， 男子 は 同性 と の 葛藤場面 に お い て
一

賀 して 身 体的攻撃 を多 く示 し た。そ れ に対 し ， 女 子 は

学年が上が る に つ れ て ， 敵対 し て い る j｛ ど もを グル ー

プ か ら締 め 出 した り悪 い 噂 を流 した りす る と い っ た 攻
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撃行動 を相対的 に 多 く示す よう に な っ た。上記 の 研究

は い ず れ も ， 攻撃行動 に は性差が あ る こ と ， そ し て女

子 の攻撃行動は他の 子 ど も を排除し た り無視し た り す

る な どの 形態 を と る 傾向が あ る こ と を明 らか に し て い

る。

　Crickとそ の 共 同研究者 は ，
こ の よ う な攻撃形態 を

関係性攻撃 （relati 。 nal 　aggression ） と命名 し，関係性攻

撃を 「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 攻撃行動」（Crick ＆ Gr。tpeter．

1瓢 ）と定義し て い る 。 そ して ， 閧係性攻撃を 示す子 ど

もの 適応状態や 行動的
・
認知 的特徴 の 検討 を体系的 に

進 め て い る 。 例 え ば Crick＆ Grotpeter （1995） は
， 関

係性攻撃を示 す児童 に は ， 抑 うつ 感や 孤独感 汝 子 〕が

高 い こ と を報告 して い る。ま た，Crick（1｛］97）は，関係

性攻撃 を示す児童 に は，不安 や低 い 自尊心 など内面化

問題 が 高 い だけ で な く， 衝動性や他者 へ の 配慮 の 欠如

な ど と い っ た 外面化問題 も 高 い こ と を 見 出 して い る。

さ ら に Crick ＆ Grotpeter（IY95） や Crick，　Casas，＆

Mosher （1997〕 は，関係性攻撃を示 す幼児や 児童ほ ど，

仲間 か ら拒 否 さ れ て い る こ と を 実 証 し て い る 。こ れ ら

Crick らの
一
漣 の 研究 か ら明 ら か な よ うに ， 関係性攻

撃を 示 す 子 ど も は適応上 の 様 々 な 問題 を抱え て い る と

言 え る。し た が っ て ，関係性攻撃 に よ る ネ ガ テ ィ ブ な

結果 を持続 させ な い よ う に す る た め に は ． 攻撃の程度

が穏や か で ，介入 へ の 応答性 も比較的高 い 幼児期 の う

ち に 介 入 指導 を 行 い
， 関係性攻撃 を 低減 させ る こ と が

重要 で あ る と考 え られ る。
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　さ て ，攻 撃行動 を改善 す る た め の 試 み の
一一
つ に ，社

会的 ス キル 訓練 が あ る。社会的 ス キル 訓練 で は，攻撃

行動 を単 に 低減 さ せ る ば か りで な く， そ れ に 代 わ る 適

切な社会的ス キ ル を習 得させ よ う とす る 。 そ の た め訓

練を実施す る 際 は，対象と な る 子 ど も に 欠如 し て い る

社会的 ス キ ル を識別 して お く こ と が 必須 と な る 佐 藤

佐藤・高山，エ993）。 し た が っ て ， 関係性攻撃を示 す幼児を

対象 に 社会的ス キ ル 訓練を試み る場合に は，彼 ら に 特

有な社会的 ス キ ル の 欠 如が見 られ るの か どうか
， 見 ら

れ る とす れ ば ど の よ うな社会的ス キ ル に 問題 を抱えて

い る の か を 実証 し て お く必 要 が あ る 。 し か し，関係性

攻撃 を示す幼児 に不足 す る特有 な社会的 ス キ ル を明 ら

か に し た研 究 は ほ とん ど報告 され て い な い の が現状 で

ある。

　Crick　et　al．（199．・7）は，幼児 の 関係性攻撃 と向社会的

行動 （本研 究 で 取 り上 げ る社会 的ス ・1．ル の
一

音llに 相 当 ） と の間

に は，身体的攻撃
3
と向社会的行動と の 間と同様に ， 有

意 な負 の 相 関 が あ る こ と を見出し て い る 。こ の 研究は，

関係性攻撃 を顕著に 示す幼児 ほ ど， 杜会的 ス キ ル が不

足 し て い る 可能性を示唆す る数少な い 研究の
一

つ で あ

る。しか し
， 彼 ら の 研 究 に は 次 の よ う な 問題 点が あ る 。

第 1 に ， 相関研究 で あるた め，関係性攻撃 を顕著 に 示

す 子 ど も と他の 攻撃 （例 え ば身 体 的 攻 撃） を顕著 に 示す子

ど も と の 違 い を 明確に で き な い
。 第 2 に ， 彼 ら の 用 い

た向社会的行動尺度は 1 因子 （「分 け 合っ た り順 番 を守 っ た

りす る こ とが で き る」，「仲間 に や さ し く接 す る 1，「友 達 に い い こ

と を吾 う」，「仲 間 を助 O る」 の 4 項 印 で あ る こ とか ら， 関

係性攻撃 を顕著 に 示 す幼児の 行動特徴を多元的 に 捉 え

て い る と は言 えな い 。

　 そ こ で本研究で は ，
こ れ らの 問題点 を以下 の 2 つ の

手続 き に よ っ て 改善 し ， 関係性攻撃を 顕著 に 示 す 幼 児

の 社会的 ス キ ル の 特徴 を明 らか に す る こ と を第 1 目的

と す る。第 1 に ，関係性攻撃の 高低 と身体的攻撃の 高

低を組み 合わ せ て 4 つ の 群 を設 定 し，そ れ ら 4 群間 の

比較を通し て ，関係性攻撃 を顕著 に 示す幼児 の 社会 的

ス キ ル の 特徴 を浮 き彫 り に す る。第 2 の 改善点 は ，渡

邊 ・
岡安 ・佐藤 （1999） に よ っ て 作成 さ れ た 幼児版教師

評定社会的 ス キ ル 尺度 を用 い る こ とで あ る。 こ の 尺度

は ， 従来 ， 幼児 に 対 す る 社会的 ス キ ル 訓練 に お い て 訓

練対象児 の ス ク リーニ ン グ や 効果査定 の た め に 使用 さ

れ て お り，幼児 の 社 会的 ス キル を詳細 か っ 多面的 に 捉

え る こ と が で き る と い う利点が あ る 。

s
　 Crick　 ei　 a ［．〔1997 ） は，主 に 身体的攻撃 と そ の 脅 しか ら成

　 る 下位尺 度 を 1外顕 的攻 撃 （overt 　aggression ）1と命 名 し て い

　 る が ，本研 究 で は こ れ を 「身体 的攻撃 」 に 統
一

して 表 記 す る。

　本研究 の 第 2 の 目的 は，わ が 国 に お い て 関係性攻撃

の 研究は始 まっ たば か りで ある こ とか ら，幼児 の 関係

性攻撃 の 実態 を把握す る こ とで あ る e

方 法

評定者 と対象児

　宮崎県内の 9 つ の幼稚園及び保育所に所属す る保育

者 18名 に ，
．
担当ク ラ ス の 幼児の 行動評定を依頼 し た。

対 象児 は ， 年中児 161名 と年長児202名の 計 363名で あ っ

た 。 回答に 不備 の あ る者 1名を除 き ， 年中児 160名 〔男

児 90 名，女 児 70 名 ；平均 年齢 5 歳 4ヶ 月〉 と年長児 202−tf‘r 〔y，

児 98名，女 児 IU4名 ；r≧均 年齢 6歳 4 ヶ 月〕 の 計 362名 を分析

の 対象 と した 。

測定尺度

　関係性攻撃と身体的攻撃の 尺度　Crick　et 　al ．（1997）

の Preschoo1　 Social　Behavior　Scale−Teacher 　Form

を翻訳 し た 尺度を用 い た 。
こ の 尺度は ， 関係性攻撃 ，

身体的攻撃，向社会的行勸 の 3 つ の 下位尺度か ら構成

され て い るが ，向社会 的行動下位 尺度 は次 の 幼児版教

師評定社会的 ス キル 尺度 と内容が重複す るため使用 し

な か っ た。ま た ， 関係性攻撃 下 位 尺 度 の 1項 目 「言 う

こ と を聞か な い と誕生 日会に 呼 ん で あげ な い と仲間に

い う 1 は，保育者 と協議 の 結果，幼児の 実状 と合わ な

い こ と か ら 除外 した。したが っ て 本研究 で は
， 関係性

攻撃 （5 項 e）と身体的攻lj　（6項 同）の 2 つ の下位尺度を

用 い た （資料 1参 照）。回答 は，各項 目に つ い て 「全 くあ

て は まらな い （1点〕」「あまりあ て はまらな い （2点）」「少

し あて は まる （3 点）」「わ りに あ て はま る （4 点）」「非常

に あて は ま る （5 点）」の 5段階評定で 求め た 。 各下位尺

度 に つ い て α 係数 を算出した と こ ろ，関係性攻撃が

α
＝．94，身体的攻撃 が α

・＝．92で あ り，十分 な信頼性 が

認め られ た 。 な お ， 両下位尺度の 項 目数 は異な る た め ，

各下位尺度の 平均評定値をそ れ ぞ れ の 下位 尺 度得点 と

し て使用 し た。

　社会的ス キ ル の 尺度　渡邊ら q999）に よ っ て標準化

さ れ た 幼 児版教 師評定社会的 ス キ ル 尺度 よ り，社会的

ス キ ル 領域 4
．
ド位 尺度 25項 目 （自己 コ ン トロ

ール ス キ ル 5

項 虱 協調 ス キ ル 5項 目、社 会的勵 き か け ス キ ル 8項 目，教室活 動

ス キ ル 7項 目 ） を用 い た 〔TABI．E　4参 照 ）。［凵【答 は，各項 目

に つ い て 「全 く み られ な い q 点M 「少 しみ ら れ る （2 点月

1と き ど き み ら れ る （3点 ）」 1よ くみ ら れ る （4点 ）」 「非常

に よ くみ られ る （5 点〕」 の 5 段階評定で 求め た。

調査の 時期 と方法

　 2000年 1月 か ら 2 月 に 質問紙 を配布し ， 保育者は そ

の 間 の 約 1週間で 質 問紙 に 回 答 した。そ の 際 ， 保育者
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に対 して は， 「過去 1〜 2 ク
．
月間 の 観察 に 基 づ い て，そ

れ ぞ れ の 子 ど も の 行動 に っ い て 評定 し て 下 さ い 」 と教

Ptし た 。

結 果

攻撃行動 の 実態

　各攻撃得点 の 分布　TABLtS 　1 は ， 各攻撃得点 の 分布

を ク ロ ス 集計表に した も の で あ る 。 身体的攻撃得点が

「3 点以 上 1に 該当す る r一ど も の 割合は，男児で 17．〔｝％

（32人 ）， 女児 で 9，8％ q7 人 ） で あ っ た。 こ れ に 対 し て
，

関係性攻繋得点が 「3点以 罎 に該当す る
’
f’どもの 割

合は，男児で ⊥9，7％ （37 人 〕，女児で 20，7％ ω6 却 で あ

り， 身体的攻撃 を高 く示す 了
二
どもの 割合 と同程度 か あ

る い は そ れ 以上 に 高 い こ とが分 か る 。

　各攻撃得点の性差 と年齢差　TABLL 　Z は，各攻撃胃

点 α）平均値，標準偏薙及 び中央値 を性別 に 示 した もの

で あ る。各攻撃得点 は い ずれ も低 い 得点 に 偏 り正規分

布を し て い な か っ た の で ，
Malln 　WhitIley の U 検定 に

よ り，性差 と年齢差を検討し i．．。そ の 結果，関係性攻

撃 で は ， 有意な性差 は 見 られな か っ た。一
方 ， 身体的

攻撃で は有意 な性差が見 られ ， 男 児が女 児 よ り も高

か っ た 〔U ；1。ra！D ，p〈．OOD 。ま た，い ずれ の 攻撃 に つ い

て も有意 な年齢差 は見 られな か っ た。

TA ］sl．iq 　 関係性攻撃得点 と身体的攻撃得点 の ク ロ ス

　　　　集言i表
身1 的攻

1
，得点

L〜2 匚 木1両　一〜：｛点A 冂　 3点以上

閲係性攻聾侍点

t〜P　尹 1町　　 95〔5rl　5〕
2〜3汽デ  　　 16〔b5）
3点以上　　　　 1〔 u5 〕

］32
］

1［）

男

6．9｝　 　 2〔 11 〕　 ll氓 5，S　5）
11　冫　

’
1　　　　4〔　2　1

、
　　　41（　21．3）

51 ．1　 26（1118L　 3，− 9．η

ll2〔　59　5）　　　 44〔　23　4〕　　　3　　L
一
　｛）／　　　ユ8呂lloo　O）

攻撃児の選出

　関係性攻撃 を 顕著に 示 す子 ど もの 行動特徴を検討す

る の に 先立 ら，Crick　et　al．〔1997）の 分類 方法 を参考 に

し， 攻 帳 児 の 選出 を行 っ た。
’rAEI　E　1 の ク ロ ス 集計表

に 基 づ い て ， 以 下 の よ う な 4群を 選出 した 。 関係性攻

撃群 （関係
’LL攻拏 得点 が 「3　i

：

以 卜」，身休 的攻 撃得点 が 「1−’−L？点

末満」 と 「2〜3点 氷 満 」，以
一
トRH 群 ）。両 局 群 （関係

’
「暾 ．撃得

点 と 身体的攻 享 ；ず凪 が と も1＿J3　．，1以 L−，以 下 BII群 ）。 両低群

（身体 的攻 1
｝得点 と関係性攻撃 i 点が ともに 「1

’一・2 点未 満 1，以下

BL 群 〕。身体 的攻撃群 （身 体的攻撃 得丿 が 「3 丿 以 L，　 ll脣係

1生反 鴨得点が 「1〜2 气末計］一と 「2〜3点未 満」，以
．
ドPH 満 。 そ

の 結果，各群 の 男女別の 人数構成は TABLE 　3 に 示 す通

りとな っ た。ズ検定 の 結果，男 女の 偏 りが 有忌 で あ り

〔κ 
＝IO．8t，　yJく．05），

　 PH 群 に は ヂ 児が 有 意 に 多 く ψく

．05），BH 群 に は男児が 有意 ｝．．多い 傾向が 見 られ た 。 年

齢比 に つ い て も κ 検 定を行 っ た が ， 有首 な ！1齢差は 認

め られな か っ た。なお ，PH 群 は人 数 が 少 な い た め，以

下の分析で は除外し た 。

RH 群の社会的ス キル の 特徴に関する検討

　項 目別 の 群間比較　TABLE 　4 は
， 社会的 ス キ ル の 各

項目得点の 平均値と標準偏差を群別 ， 性別 に 示 した も

の で あ る。各項目別に ， 3 〔判 × 2 （竹別）の 2要因 の

分敢分析 を行 丿 た
4。分散分析後 の 多重比較 に は，全 て

Ryan 法 ψ〈．05） を使用 した。

　そ の 結果 ，
TABLE 　4 に示 す よ フ に ，

25項 目 中 の 16項

目で群の 有意な （1自白 もk め て ｝’t 効果 が 示 さ れ た 、 そ の

16珀 日中，RH 群 と 他群 との 間 で 有 忘 な 差 力 認 め ら れ

た の は 12項目で あ一
⊃ た eRH 群 は

， Il5．言われな くて

も教師の手伝 い を す る」で BL 群よ り も高 い 得点を 示

TA 肌 E　3　各群の男女別 の 人数内訳

十

関係性攻1臼昇点

1〜2．下 ピ　　 10Y〔62．6〕
2〜3点x、満　　 2上〔1と．1）
3点以上 　　　　　7〔 1  

女

RH 石
11

BH 群 BL 　＃V PH 群

屮　　　H （3．o＞
女 　　　　19（　5 ．2〕

26（7．2）　　　 95（L6．2〕　　　6（　1．7＞
17 （’t．7）　　 IO9．（3〔）、1）　　 O （0、の

D（ 〔｝Cl　　 1［　 oo 〕　 ］OP（626）

8c ヰ u　　 1［　 ll　o｝　　Lqqfi　 7）
1．，69〕　　 ］tt　 9．5｝　 36（LtO「

計 　　 30（8 ．2〕

十口

43 （11．9）　　　 2〔）4（56 ．3〕　　　 6 （　1．7＞

137〔7『7〕　 　 LOC　115〕　 　 17（ 〔l　S！　 ］74CIOO　fllI

注 1〕 RH 訐 は 関係甘攻 4 酢，　 BH 群 は両 高群，　 BL 群 、よ1・1，1低 詳 ，
　 　PH 詳 は 身体的攻摯群．を表 す。
注 2 〕 〔 ）内 は　対 象 児362名 を 分 母 と した 割合 （％） で あ る。

汁） 表 中の 数値 は人 数，括弧 内 は ％ をオ 丈，

TA肌 E 　2　 各攻 畢得点 の 平均値 爾 ），標準偏差 （SD ）

　　　　及 び中央値 翩 の

女 全 体

閧係 性 JX 環

身体 的攻撃

ルノ

∫1）
114e

ル1SI

フ

ル1

⊥．91
〔｝．Y61
．601
．980
．921
．67

1．go
（［971

．Li（ll
．Mo
．7ユ

L17

1．910
．96

ユ ビ017
冖

os51

．50

1
　 年 齢要因を除外 した 根拠 は ， 以 b

’
の 通 ワで ある 。 1松 的 ス キ

　ル の 下位 「U 財可 点 ご と に ，3 （エ《　iWW 君り× 2 （ト齢 ：肉 甲 児，年
　長 児〕の 分 散 が 析 を行 っ た D そ の 紅 票，⊥ 張 匡ス キ ル に 有tL．な

　群の 主 効果 ， その 他の ス キ ル に 有意 ば 群 と年 1鈴の 有意 ぱ 主効果

　力 認め ．1 れ た が ，交彑．件用 は 有思 で な か っ た 、、よ っ て ，L ず れ

　 の 社会 的 ス キ ル に つ い て も右 に よ っ て 発 t の 影 郷 力 ＿な る こ

　 と は な い と言 え る。凱 行 研 究 に お い
『

攻 撃 と 制 芯の 関 運 の パ

　 タ
ー

ン が 男 女 で 里 な 　 て い る こ と が 明 　 か に さ れ て い る た め

　（例 え ば，C1’ick ＆ G ！
’
otpeter ⊥995），本研 ソ匸で は ， 1齢要 囚 を

　含 め る こ と に よ っ て
．
ヒル サ イ ズ を小 さ くす る よ り も，f 齢 要 因

　 を 除 外 し で け別 要因 を含 め る こ とに しt 、

N 工工
一Eleotronio 　Library 　
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TA 肌 E　4　 社会 的 ス キ ル の 項 目得点の 群別 ， 性別 の 平均値 （SD ） 及び分散分析結果

ND． 項 目内容
RII群 　BH 群　　　　 BL 群

男　 　 女　 　 男　　 女

分散分析

男 女 群　　　性別　　交互 作用 多重比較

規律性ス キ ル

1 教師の指示 に従う

，
p

仲間 とのい ざ こ ざ場面 で，自分 の
凵
　気持ち を コ ン トロ

ー
ル する

　　人 とゲーム して い る と きにル ー
3

　　ル に 従 う

4　［藾に ある遊具 や教材を片付け る

．批判 され て も気分 を害 さ ない で
’O

気持 ち よ くそれ を受 ける

　　ゲ
ー

ム などの 活動中に ，自分の 順6
　　番を待っ こ とがで きる

p　大 人 とのい ざ こ ざ場 面で，自分 の
1

気持ち を コ ン トロ ール する

3．91　　 3．63　　 3、58
〔0．67）　　〔O．74）　　（O，97〕
2．91　　 2．9け　　 2．31
〔O．90）　　〔O．15）　　（D、82〕
3．46　　 3．42　　 3、23
〔o．89）　　〔o，8呂）　　（ユ．19〕

3．91　　 3，16　　 3．35
〔O．51＞　　〔O．81）　　（1．04｝

2．55　　　2．42　　　2．15
〔D．78）　　〔D．67）　　（1．03〕
3．91　　　3．63　　　3．39
〔o，go）　　〔o．87）　　（1．18〕
3．73　　　3．41　　　3．12
〔O．75）　 （O．89）　 （1．25｝

3、71　　 4．17　　 4、44
（O、57）　　（【〕，74）　　（0，7U）
2．77　　 3．22　　 3．69
〔O、55）　 （O．90）　 CO．80）
3．41　　 3．97　　 4．38
〔O、69）　　〔0．9〔））　　（O．65〕

3、12　　 3，5S　　 3，89
〔O．58）　　（O．92）　　（0．77）

2．18　　 2．96　　 3．02
〔O、5τ）　　（O，77）　　（O，S1）
3、47　　’1．04　　 4．56
〔O．78）　　〔0．96）　　（口、68〕
3．06　　 3．G4　　 3．25
〔o．s7）　 〔1．B ）　 （1．17〕

1〔1．33芋 嚇
　 〔［．ll　　 l．7〔｝

14．74t’吊s 　 4．75＊　　1．30

］3．941￥’　　1．68　　　0．80

’t．96ks　　3．21†

　　3．69i

12．28”’　 〔1．〔〕1　　 0．工7

1工．60‡‡‡　0，53　　　2．371

2、57↑
　　　口．08　　　0．59

RH，　BH 〈 BL

RH，　B且く BL
男く女

RH，　BH 〈 BL

男 ；RH ，　BL ＞ BHt
．女：RII，　BII ＜ B1、
RH ：男〉 女

RH，　BH 〈 BL

RH ，　BH ＜ BL

RI｛＞ BIτ、　BL ↑

友情形成ス キル

8 友達 をい ろ い ろな活動に 誘 う

覗
分か ら醐 との 鑷 をt±ttNl

10 ゲーム や集団活動に 参加す る

　　教室で の活動 に 自分 か ら進ん で
ll
　　仲聞の 手伝い をす る

　　自由時間 の過 ごL 方が適 切で あ
12

　 　 る

4，36　　　3．9．0　　　4，35
〔1）．98）　　（u、79）　　（〔）．73｝
4．64　　　4，32　　　4．50
〔O，64）　　（口．73〕　　（O，S4）

4．46　　　3．79　　　4、08
（0，66）　　（1．IO〕　　（0，87）

3．73　　　3．47　　　3，65
（⊥．14）　　（O．68〕　　〔O．96）
4，27　　 3．58　　 4．Oc｝
（〔〕．6z）　 （o．75）　 （o．88）

4、59　　　3，21　　　3．49
〔O、60）　 （O．96）　 ω．96〕
4．77　　 3．71　　 3．77
（e．42）　　（O、呂9）　　（0．95）

4．35　　　3．79　　　3．91
（0，76〕　 （O、92〕　 〔0、81）

3，41　　 3．OO　　 3．40
（〔〕、49）　　（1，03〕　　〔0，92｝
4．12　　　　3．75　　　　4．⊥4
ω、68）　 ω．98｝　 〔o．Sl）

1　7　@」　7@　7　 @@宰　　＊　　　　　　〔）　＿　1：ト　1　　　　　　　@　@　　2　　＿@

i　9　　†13 ．62＃‡＊　0」｝

@　　工 322 ，］7 口
．

　　　3
．80 ＊2．34 ’　　〔

．04　 1．82O 、32 〔

．18　　4 ． 83

1RH ，　 BH

BLRH ， 　B
В L ：男：RII 冫

B

女 ：RH ，

BL 〈BHtR

F 男〉女 RH，　BH ＞BL

女： RH ＜ B

C 　RH ＜B

  RH ：男〉女 主 張 性 ス キ ル
　　
切な場 面で 白

のよいと ころ 13 　 　を 言
る@ 　指示し なくても初めて

う入に ］ 4 　　自分から 自
紹
介
す

　　

われなくても教師 の千伝 いを 1
o
　する

　仲間に意地 悪されても適 切に応
n．6 　　答する 2．73　　3．26　　
A35 （1」05）　　（r〕．5
p　　（〔〕 ．83 ） 3 ．18　
　2．47　　　3．23 （1．4
　（エユ9＞　Q、25）3．73　　　3，
　　　3、54 （1．21〕　
〔〔，．S6）　　〔0．93） 3．64　

3．D5　　 2．96 （o，77
　　くo，69）　　〔1．22） 3．29
　2，06　　 L）．28 （U．8
l　　〔0，S9）　　（1． 09）
D：35　　1、77　　1．9Lt

i1．14｝　 Cl．oo）　 “．］8＞
3，29　　 　2．94　 　　3．
（o．57｝　（1．07 ）　〔Lユ9）

3．41　　2

．82　　3．ll （0．

）　｛O．92 ｝
　（1．］’t＞ 1ア

54牢”　
　2 」）l　　　 l．〔〕

19， ホ±啄　〔） ．56　　

Dり 73
． 68

　　
O
、14 　 　］

431 ．

O．09　　

D34 ，
R

C　BH ＞BLRH ，　BH ＞BLRH ＞

． 男： RI 匸＞B

RH ： 男 〉
女

† RH 群と 他
との
で 有意 差の示されな

っ た項 目 17 簡単に友達を作 る
　不
平 な ルール に

適 切な やり 18 　方 で疑
を唱
る 　指示 し なく て も． 遊び や活動

集 19 　

に加
わる 　 不 公事 な 扱いを受 けた

感じ
た 2
　　 ら，教 師に その こ とをうまく

す
／ 仲間 をほ める oo 仲 間か らほ

ら れた り ，認 め ら れ “ “た り
る
@ 仲間と対立 したと き に

，自 分の 23 　 考え を

えて折F
合いをつける
　仲間か
いやなこ
を言わ
て

　　

，適切に対応

る 2
での活動

きらんと

う 3，

〔o77
）

C73l
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A四
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9 ．041 ＊±　O． 45

　
　　 0 、 906 、63 串 雫 i 　 　 o ． 5g　　　　o

954 ，55 弔　　　O．51　　　1 ．29BH 冫BLBI − 1 くBLBH

BLBH ＜BL 注1）BL群は
両
低群，　RH群

は関
係性攻撃群・，　

BH 群
は両高群を表

。 注2）渡邊ら（1999 ＞のb’位尺度では、「社会的働きかけスキ
ル
」 は N 【．｝．8， 　　13

15，⊥9¶20， 21722 、 「白己コントロールスキル」 は No

2 ， 5，7 、 　 　 　 　 　　 　　　　 セ ρ ＜ ．10， 　 ’ p 〈 ．
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し ， 「7 ，大人 と の い ざ こ ざ場面 で ， 自分 の 気 持 ち を コ

ン トロ
ー

ル す る 」 で 他 の 2 群 よ りも高 い 得点 を示 した。

ま た，RH 群 と BH 群 は ，
　 BL 群 に 比 べ て 18．友達を

い ろい ろ な活動に誘 う」，
「9 ．自分か ら仲間と の会話

を仕掛 け る」な ど の 5項目で 高 い 得点を 示 した が，「1 ．

教師の 指示 に 従 う」，「2 ．仲問 との い ざ こ ざ場 面 で ，

自分 の 気持 ちを コ ン トロ
ー

ル す る」な ど の 5項目で低

い 得点 を 示 し た 。 RH 群 を 除 く他の 2 つ の 群 間 で 有意

な 差が認 め られ た の は 4 項 目で あ っ た。BH 群 が BL

群 に 比 べ 「23．仲間 と 対立 し た と き に は ， 自分の 考え

を変 え て 折 ワ合 い を つ け る 」 な ど の 3項 目で 低 い 得点

を示 した が ，119．指示 しな くて も，遊び や 活動 の 集団

に 加わ る 」 で 高 い 得点 を 示 し た。

　 次 に ，群 と性別 の 有意な交万．作用 は 4填 目で認め ら

れ，い ずれ も RH 群 と他群 と の 間 に 有意差が 示 さ れ

た 。 「16．仲間 に 意地 悪 さ れ て も適切 に 応答 す る」で

は，男児 に お い て RH 群 が BL 群 よ P も高 い 得点を示

し，RH 群 に お い て 男児 が 女児 よ り も高 い 得点 を 示 し

た 。 ま た 「4 ．園に あ る遊具 や教材 を片付 ける」 で は，

男児に お い て RH 群 と BL 群 が BH 群 よ り も高 い 得

点 を 示 し た が
， 女児 に お い て は RH 群 と BH 群が BL

群 よりも低 い 得点を 小 し た。「10．ゲ ・一ム や 集団活動 に

参加 す る t／で は，男児 に お い て RH 群 が BL 群 よ り も

高 い 得点 を 示 し た が ，女児 に お い て は RH 群 と BL 群

が BH 群 よりも低 い 得点 を示 した。さ ら に 「12．自由

時間の 過 ご し方が適切で ある」で は，女児 に お い て RH

群が他の 2群 よ り も低 い 得点を示 した 。

　因子分析に よる検討　社会 的 ス キ ル の 項 目 別分 析の

結果，RH 群 と他群 と を明確に識別す る特徴 の 項 目は

16項 目で あ っ た。そ こ で ，こ れ ら 16項 目に 基 づ い て 因

子 分析 （rw 子 法・プ ロ マ ッ ク ス 回転 ） を行 い
，
　 RH 群の社

会的 ス キ ル の 下位尺度 を構成 す る こ と に した 。 そ の結

果，TABLE 　5 に 示 す 3 因 子 が 抽出され た 。 因子間相関

は ， 第 1 囚子 と第 2 因子 で 7t＝，36， 第 1因子 と第 3因

子 で r ＝．2〔〕，第 2 因子 と第 3 因子 で r ＝．50で あ っ た、，

ま た ，各因子 の α 係数 は ，第 1 因子 が α
＝．84， 第 2 因

子 が α
＝，83， 第 3因子が α

； ．75で あり， 比較的高 い

内的
一

貰性 が 確 認 さ れ た 。そ こ で 各因子 に つ い て ，そ

れ ぞ れ の 項 目内容 か ら 「規 禅性 ス キ ル 1， 「友情形成 ス

キル 」，「主張性 ス キ ル 1 と命名 した v こ れ ら 3 つ の 因

子 の 項 日数 が 異 な る こ と を考慮 し て ， 各 因子 の 平均評

定値 を そ れ ぞ れ の 下位 尺 度 得点 と し て 用 い る こ と に し

た。

　攻撃行動 と社会的 ス キル の 相関　攻撃得点 と社会 的

ス キ ル の 下位尺度得点 の 相 関係数 を算出 した
。 結果は ，

T，IBLE 　5　社会的ス キ ル 尺度の 因子 分析結果 （プ ロ マ ッ

　 　 　 　 ク ス i［庫云）

No ．　　 FlF2F3 　　 共通性

／

234567

、82　　　　．23　　　　．21　　　　．56
．81　　　　．03　　　

−、02　　　　．67
65　　　　　．23　　　−．34　　　　．7⊥
64　　　 ．14　　　　〔16　　　．50
．62　　　　　．2，一，　　　　．03　　　　．31
，58　　　　　．29　　　

−．29　　　　　64
、55　　　　　1〔）　　　　．36　　　　．35

9　　　　
−．27　　　　．86　　　　．2L　　　 ．75

9　　　　　．．．2f｝　　　　．85　　　　　．10　　　　、68
iO　　　　　、1’1　　　　．65　　　　　．〔〕3　　　　．51
11　　　　　．06　　　　　57　　　　　］9　　　　、45
12　　　　　．25　　　　．54　　　

−．13　　　　．45

13　　　
−．〔13　　　 ．15

14　　　　
−．08　　　　　．08

15　　　　　．22　　　　．：う4
16　　　　　．46　　　　．〔｝3

．75　 　 ．64
、74　 　 ．59
．48　 　 ．52
．47　 　 ．42

笥
「
与詳蔀　　3Q，5　　　16．6　　　7．5

注）TABLII　4 の項 目番号 と同
一．

で あ る。

TABLI．］　6 に 示 す 逓り で ある ． 男女 に 共通 し て，い ずれ

の攻撃行動 も規律性 ス キ ル との 間 に 負 の 相関 を ， 友情

形成 ス キ ル 及 び 主張牲 ス キ ル と の 問に 正 の相関を 示 し

た。

　下位尺度の 群間比較　FI（｝URE 　 1〜3 は ，社 会的 ス キ

ル の 下位尺度得点 を群別，性別 に 図示 した もの で あ る 。

社会的ス キ ル の 各下位尺度得点 に つ い て 3 （群 ）× 2 （件

別 ） の 2 要因分散分析 を行 っ た、，そ の 結果，「規律性 ス

キ ル 」で は ， 群 の 主 効 果 が 有意 と な り 「君，、，川
；

14．93，ヵ〈．001］，RH 群 （M ＝3．35、　Sf，＝0．54） と BH 群

（M ＝3‘｝6、sp ＝0．71）が
，
　 BL 群 （M ＝3．74，　SD ＝O．60） よ り

も角
．
意 に 低 か っ た 。 交互作用 が 有意傾向で あ っ た の で

［FL、，、71 ）
＝ 2．57， ρ

＝ ．〔）8］，念 の た め
， 単純主効果の 検定

を行 っ た。そ の 結果，性 の 単純 主効果 は ， BL 群に お い

て 女 児 が 男 児 よ り も有 意 に 高 い 傾 向 を 示 し た

LF1．271 ｝
＝3 ．02， ヵ

二．08］。 群の 単純主効果 は，男児 と女

児 の そ れ ぞ れ に お い て 有意 で あ り ［男児 ：磁 川 尸

5．90， pく．oe5 ；女児 ：君2，271 〕
＝11，60，

　 pく．0011， 男 児

で は BH 群 宙 3．02，　SD ＝0、83）が ，
　 BL 群．惚 73 ．58，　Sl）＝

TABLE 　6　攻撃行動 と社会 的 ス キ ル の 相関分析結果

　 男　 　　 　女　　 　 全体

η 一工88　　　；7＝174　　　 11＝361）

関 イ系
’
鹿攻 撃：

身体 的攻 撃

規律
’1生ス キ ノレ

友情形 成 ス キ ル

主 張性 ス キ ル

規律性 ス キル

友 悄形 成 ス キ ル

1「張↑生ス キル

一．2ユ
宰x

　　　　．生8’＊＃

．35傘±，
　　　．20‡＊

．40＊s ＊
　　 ．29＊＊’

一．44＊＊木　　
一．巨2ny牢 ’

．15＊　 　　　 ．2け耕

．27＊車A
　　　．27丁半半

一．3Z僻宰

．28ホ料

．35幸桝
一．49ホ赫

，14＊＊

．23ホ桝
s

汐く．O臥　
”，
pく．〔〕1，° ° tp

く．OOユ
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：：「
一．

4．0

3．5

3．0

2．5

□ 男 圏 女

　 　 2，0　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
」一一一

　　　　 RH 群 　　 　 BH 群　　 　 BL群

　　　　 FI〔川 RE 　1　 規律性 ス キ ル 尺度得点

注）RH 群 は関係 性攻撃群，　 BII群は両高群，　 BL 群は両低群 を表 す n

5．O

4．5

4．0

3．5

3．0

2．5

　　 2．O

　　　　　 RH 群　　　　BH 群　　　　BL 群

　　　　 FIGURE　3　 主張性 ス キル 尺度得点

注 〕 RII群 は関係性攻撃群，　 BH 群 は両高群，　 BI、群 は両低群 を表 す。

：1：［
4．0

3．5

3．0

2．5

2．0

□ 男 驪 女

　　　　　RH 群　　　　BH 群　　　　BL 群

　　　 FIGURE 　2　 友情形成 ス キ ル 尺度得点

注＞RH 群は 関係性攻撃群，　 BH 群 は11111高群，　 BL 群は 両｛邸 手を表 すu

D．60） と RII 群 〔M ＝3．48，　SD − 0，59） よ り も有意 に 低 く，

女児 で は RH 群 （ピ1仁 323，5D ＝O．47） と BH 群 （，ll＝3．10，

SD ＝0．44） が ，　 BL 群 （．44＝3．88，　Sl）＝〔｝、55） よ り も有意 に

低 か っ た 。次 に ，「友 情 形 成 ス キ ル 1で は 群 の 主効果 が

有意 と な り ［凡 ．2， L｝
＝8．50，

　 Pく．ODI］，
　 BH 群 艇 ＝4・ユS・

SD ＝0．54） と RH 君羊 （M ＝4．05，　St）一〇．66）が BL 群 （、14＝

3．62，SD ＝0．73）よ り も有 恵 に高 か っ た 。交互 作用 も有意

で あ っ たため ［Fc2．271〕
＝・3．73，〆 ，05］， 単純主効果の検

定 を行 っ た 。そ の 結果，群 の 単純主効果 は，男児 と女

児 の そ れ ぞ れ に お い て 有意 と な り ［男 児 ：’1，、271 广

8．59，pく．001 ；女児 ： F“，：7n
＝3．65，

　 p〈．05］，男児 で

は RH 群 （M ＝4．Z9，　SD ；D．59） と BH 群 （ルV ＝4．12，　SD ＝

O．60） が BL 群 （M ＝li．49，　SD
− O．76） よ りも有意に高 く，

女児 で は BH 群 （M ＝ 　，1．25、　SD ＝O．40）が RH 群 磁 ＝3．81，

SD ＝0．6D と BL 群 （・Vf＝3．7・t．Sl）＝〔1．68） よ D も有意 に高

か っ た 。 性の 単純主効果 は，RII群 に お い て男児が女児

よ りも有意 に高か っ た ［Pl，．2川 一5．60
， ρぐ 051。「主張

性 ス キル ．」で は ， 群の 主効果が有意 とな り LPIu，，，
二

13．81，p〈．001」，　 BH 群 ｛．a・f ＝3．30，　sp 　＝
＝G．65） と RH 群

（M3 、22，　SD ＝〔〕．78）が BL 群 OTf　＝　Lt．52，　SD 　T 　O．82） よ り有

意 に 高か っ た 。

考 察

幼児 の 関係性攻撃の 実態

　本研究 で は ，ま ず 幼 児 に お い て 関係性攻撃 が どの 程

度見 ら れ る攻撃行動 な の か を ， 身体的攻撃 と の 比較 か

ら検討 した。そ の 結果，関係性攻撃得点が 「3 点以上 」

に 該 当 す る 子 ど も の 割 合 は ， 男 児 で 19．7％，女 児 で

20．7％ で あ り，身体的攻撃得点が 「3 点以上 」に 該当

す る 子 ど も の 割合 と同程度か あ る い は それ以 上 に 高

か っ た 。 ま た ， 各群 の 人数比 を見 る と （TABLE 　3），関係

性攻撃 の 高い RH 群 は全体 の 8．3％，関係性攻撃 と 身

体的攻撃 の 両 方 と も顕著 な BH 群 は 全体 の 11．9％を

N 工工
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占め る の に 対 し， 身体的攻 撃の 高 い PH 群 は 全体 の

1．7％ と 非常 に 少 なか っ た。こ れ ら の 結果 か ら ， 幼 坦集

団の 中に は関係性攻撃 を高く示 す 了 ど もが か な りの 高

い 剖合で存在 し て い る こ とが 推察さ れ る。こ れ まで
．
子

ど もの 攻撃研究 は，身体 的攻撃 の ような直接的 で 目．立

ち や すい 形態 の攻撃行動 を取 り上げ る こ とが 多か っ た

（⊂・ ie＆ D 。 dge，1・｝qs ：Crick ＆ Gr・tpeter，　1995）。本研究 の

結果 は
， 身体的攻撃だ けで な く， 関係性攻撃 とい う観

察 され に くい 形態 の 攻 撃行動 もす で に幼児期か ら か な

り多 く見 られ る 一．と を示 し て い る。幼 児の 攻撃行動 に

関す る 今後 の 研究 で は，身体的攻撃 に 加 えて ， 関係性

攻撃 に っ い て も検討 して い く必要 が あ る だ ろ うn

　性差 に つ い て 見て み る と ， 身体的攻撃で は男 児が 女

児よ り も高 い の に 対 し，関係性攻撃で は有意
．
な 性差 が

見出さ れ な か っ た 。また ，RH 群 の 男女 の 人数内訳 を見

る と（TABLE 　3）， 統≡「
』
的な有意差は 示 さ れ な か っ た もの

の ， 30人 中女児が 19人 を 占め て い た。 こ れ ら の 結果 は，

女 児 の 攻
軼

陸 を 理 解す る うえ で 関係性攻卑が 重要 な概

念 で あ る こ とを主張す る研 究 （Crick　et 　aL ，19 ，7 ；Cnck ＆

Gr ・tpater，199．，な ど ｝ を 大筋で は 支持す る もの で あ っ た。

RH 群の 社会的ス キ ル の 特徴

　社会的 ス キ ル の 下位尺侵 得点 こ 関す る結果 をみ る と ，

RH 群 は BL 群に 比 べ
， 規律性 ス キ ル が低 ぐ ， 友信形

成 ス キ ル と主張性 ス キ ル が 同程度か あ る い は そ れ以上

に 咼 か っ た。し か も こ の よ う な RH 群 の 得点傾 向 は

BH 群 と類似 して い た。こ こ か ら， 関係暫攻撃を高 く示

す幼児 は ， 概 して ， 規律性 ス キ ル に 欠け る が ，友情形

成 ス キ ル や 主 張性 ス キ ル は比 較的優 れ て い る と考 え ら

れ る。参考よで に ，該 当者 が 少 なか っ たた め 分析力 5

除 外 し た PH 群 の 社 会的 ス キ ル 下 位 尺 度 晩）平 均 値 を

そ れ ぞ れ 算出し て み る と，い ずれ の 得点 も極 め て 低

い
6e

以上 の結果 か ら，身体的攻撃 を主要 な攻撃手段 と

し て い る PII群 は社会的 ス キ ル 全般 に 欠け る 子 ど も

で あ る の に 対 し， 関係性攻撃 を行 う RH 群や BH 群

は，規律牲 ス キ ル 以外 で は 比校的優れ コ．ス キ ル を持 っ

子 ど も で ある と言 える。

　それ で は，こ の ような遥 い は どの よ うに 説明で き る

で あ ろ うか e こ れ に は 身 体 的攻撃 と関係性攻 撃 の 質 の

違 い が 関わ っ て い る と思 わ れ る 。 す な わ ち ， 身体的攻

5
　 規律性ス キ ル で は女彑 作用 傾 向が 見 ら れ，RH 群 男 児 と BL

　群 男 児 の 問 に 有恵 LL は 見出 さ れ な か っ た。しか し項 目レ ベ ル で

　み る と，ほ と ん ど の 頁目で 祥 の 主効 朱が 認 め ら れ，RH 群 は 刀

　女 を問わず BL 群 よ りも有 恵 に 低 か っ た （cf，　
FrABLE

　4）、、
Et

　 PH 群 の 行会的ス キ ル の 下 位 尺 度待 1は ，規律性 ス キル 〔IT1＝

　226 ，．S
’
D ＝O．67），友情 形 成 ス キ ル （OI ＝2 ）3，8P −1．24），主 張

　
’
「1ス キル （∫Tf− 2．33，　SD − 1．14〕 であ っ た c

撃は相手の身体を傷 つ け る攻撃で あ り， 極端に 言fi．ば，

見ず知 ら ずの 相手 に 対 し て も向け る こ との で き る 攻撃

で あ る，，そ れ に 対 し，関係性攻撃 は仲 間関係 を操作す

る こ とに よ っ て 相手 に 危害 を加 え る攻撃 で あ り，操作

の 対 象 と な る仲 間関係 が 存在 して い る こ とが 前提 と な

る 。 例え ば ， 「もう遊ん で あげない よ」と い う発 言が 攻

撃 と な り得 る の は，言 っ たア ども と言 わ れ た 子 ど も と

の 間に 「
一

緒に遊ぶ友
．
達」 とい ）前提が あ る た め で あ

ろ う。 ま た，あ る子 ど も を仲間 はずれ に し よ う と して

も，そ れ に 賛同す る友達 が い な け れ は 実行は 不可能で

あ る 。
つ ま り， 関係性攻撃を行うに は ， 仲間関係 を成

立 さ せ る だ け の 社会的 ス キ ル を有 し て い る こ とが 必 要

条件 に なるの で あ ろ う。

　 と こ ろで ，友情 丿1彡成 ス キ ル で は有意 な 交互作用 が 見

られ ， RH 群の仲間関係 の あ り方が 男女 で V な る 可能

性を示唆す る興味深 い 結果 が 得 られた。すなわ ら ， RH

群男児 の 友情形成 ス キ ル 尺 度得点及 び各項 目得点 は，

総 じ て BH 骭 男児 と 差 を 示 さ ず，　 BL 群 男児 k り高

か っ た 。こ の こ とか ら，RII群男児 は仲間 と友好 的関係

を築 き
， それを惟持 して い る こ とが うか が え る 。 こ れ

に 対 して 女 児 の 垢合 ， RII群
．
女児の 友情形 成 ス キ ル 尺

度得点は，BL 群女児 と差 を示 さず，　BH 群 女児よ り低

か っ た。こ の こ と は
一・

見す る と， RH 群女児よ り も BH

群女児 の 方が 友情形成 ス キ ル を用 い て い る こ と を 示 す

よ う に 思 わ れ る。し か し項 目 レ ベ ル で 検廿 し て み る と
，

RH 群女亠冂、は 「8 ．友達を 活動 に 誘 う」「9 ．仲間 と の

会話 を仕掛 け る 」「／］．仲問 を手 伝 う 」こ と に 閼し て は

BH 群女児 と 差が な く，
BL 群女

．
児よ りも多か っ た。と

こ ろ が ，「10．ゲーム や 集団活動 に 参加 す る」 こ と は

BH 群女児 よ り少 な く， 有意 E こ そ 見 ら れ な し が BL

群 女児 に 比 べ て も少 な か っ た 。 さ ら に ， 「12．自由時間

の 過 ごし方力 」tt切で ある」で は他の 2 甜 よ りも低 か っ

た 。
こ の よ うに ，友達 に 対 して 極め て 積極的 に働 き か

け る・．一
方で ，ゲ

ー
ム や集団活動 へ の 参加が少な く，自

由時間 の 過 ご し 方が 適切 で は な い と い う特徴 を 総合 す

る と ， RII群女児は特定 の 了 ど も と の み 関 わ りを持 っ

て い る可能性が 示唆 さ れ る。

　Gro仁peter ＆ Crick （1996） に よ る と
， 関係性攻撃 を

示 す 児 E の 仲間囲係 は 親密 で あ る と 同時 に 排他的 な も

の で あ る と い う。 ま た，わ が 国 で も 「集 団 い じ め 」 と

の 関連 に お い て ，小 学校高学年 （三 島，1997） や t；’β・
「、．む

校 （菅 P91 ）の 女子 は排他性 の 高い 「仲良 しグル
ープ 1

を 形成 しや す い こ とが 報告 さ れ て い る。本研 究 の 結 果

は， こ う し k 年 長 の 女 了 に 見 ら れ る 1仲良 し グ ル
ープ 」

の 特徴 が す で に RII群女児 に 認 め ら れ る ＿と を 示 唆
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し て い る の か も し れ な い 。も し そ うで あ る な らば，RH

群女児 は 発達 レ ベ ル の 高い 幼児た ち で ある とい うこ と

に な る。しか し， こ れ に つ い て は あ くま で 推論 の 域を

超 え て お らず ，
RH 群 の 仲間関係 の あ り方 や そ の 性差

を発達的に 実証す る研究が必要で あ る 。

　本研究 で 得 られ た も う 1 つ の 興味深 い 結果 は，RH

群が ， 男女を問わ ず ， 教師 をは じめ とした大人 に対 す

る ス キ ル に お い て ネ ガ テ ィ ブ と ポ ジテ ィ ブの 両側面 を

示 した こ とで ある。す なわち RH 群 は，「1 ．教師の 指

示 に従 う」 こ とが BH 群 と同様 に BL 群 よ りも低 い 反

面，「15．教 自11」の 手伝 い 」を す る こ と は BL 群 よ り も多

く，「7 ．大人 と の い ざ こ ざ場面に お け る 自己 コ ン ト

ロ ール 1は 他 の 2群 より優れ て い る傾向を示 した 。こ

こか ら ， RH 群は大人の顔色を見て行動 す る ような と

こ ろが あ る と思わ れ る。こ う した RH 群の 特徴が，大

人 か ら見つ か りや す い 身体的攻撃 を避 け，比較的見 え

に くい 関係性攻撃を用 い る とい う関係性攻撃群 の 攻撃

形態 と関連 し て い る の で あ ろ う。こ の 点 に関 して は ，

今後 ， 詳細 に検 討す る必要性 が ある。

　以上 の 結果か ら ， 幼児 の 関係性攻 撃 の 低減 に は規律

性 ス キ ル の 習得 に 焦 点を 当 て た 社会 的 ス キ ル 訓練 が 効

果 的で ある と指摘 で き る 。 ま た ， 関係性攻撃 を顕著に

示 す 女児 に 対 し て は ，遊び や集団活動 に 参加す る た め

に 必要な ス キ ル を 並行 して 指導す る こ と も有効 で あ る

と言え よ う。

　最後に
， 本研究の 問題点 を述 べ る 。 本研究 で は，関

係性攻撃 を顕著に 示 す幼児 の社会 的 ス キル の 特徴 を明

ら か に す る た め に ， 教師評 定を使用 した。しか し，一

人 の 教 師が 平均 して 約20名の 幼児の行動評定を行う こ

とで ，分析結果 に 評定者 の バ イア ス が 入 り込 ん で い る

口∫能性 も考 え られ る。し た が っ て ，今後 は，行動観察

等 の 手法 を併 1
．
目して本研究の 結果の

一
般性を確認 して

い く必要 が あ る。
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　　　　　　　　　　　　　　　　資料

く 関係性攻撃 ＞ 1 ．他 の 子 に 「○○ち ゃ ん と遊ばな い

よ うに」 とか 「○○ち ゃ ん と友達に な ら な い よ う に」

と い う，2 ，1私／僕 の 言 う こ と を 聞 か な い と f中間 は ず

れ に して や る」 と言葉 で 脅す ， 3 ．他の 子 た ち に あ る

子を嫌 い に な らせ る ， 4 ．仲問 に 「あな た と は遊 ば な

い 」 とか 「私／僕 の 言 う と お りに すればあなた と友達

に な っ て あ げる」 とい う， 5 ．ある子に 腹 を立 て る と

そ の 子 を仲間 は ず れ に す る 。

関係性攻撃 と身体的攻撃 の 項 囗

＜ 身体的攻撃＞ 1 ．自分 の 欲 し い もの を手 に 入れ るた

め に 1
．
身体的 に 危 害を加 え て や る」 と言葉 で 仲問 を脅

す ，
2 ．他の 子 を 突 い た り押 し た りす る ， 3 ．他の 子

を蹴 っ た り叩い た り す る ， 4 ．取 り乱 し た と き に 他の

子 の 物を壊す ， 5 ．他 の 子 を つ ね っ て 傷 つ け る ， 6 ．

「叩 くよ」とか 1や っ つ けて や る」 な ど と 言葉で 仲間を

脅す 。
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　The　rnain 　purpose 　of　tlユe 　present 　study 　 was 　to 　investigate 　the　social 　skms 　〔丿r 　relat ゴ oually 　aggressiv
preschoolers ．　Aggrcssion 　〔relad 〔，nal 　aggressjon　and 　phys量cal 　aggression）and 　s⊂）cial　skills　（se互f． contl ’0

ski！ls，　fricndship ・Inakilig 　skills，　 and 　asse
！
’tion　skills）of　362　preschoolers 　 were 　aEsessed 　by　しlsing 　teacher

rating 　measures ．　 On 　the 　basis 　of 　teachers 鹽assessrnents 　of 　a99ressiQn，4　groups
（
r’clationally 　aggresslv

Cphysically 　aggressive ，　relationaly 　and 　physically 　aggI − essive， 　and 　 rユoll− aggressi 、・ e ）were 　iderltified ．　

elnaill 　resul 重 s 　were 　u ＄follQws：（1 ） Compared　to　Ilon − aggressive 　children，1’elational］y　aggressive 　children　a
drelationally 　and 　physically 　aggressjve 　chiidren　 were 　reported 　to　 have 　signifjcant1 ｝．　IQ、、・cr　Ieve ユs〔＞f　se
− colltrol 　ski正ls ．　H（ ：｝wever，　thcir　teachers 　I− ated　thein 　as 　 showing 　relatively 　higher　 levels 　on　the 　other 　soc

lski ］ 1s 　measured （friendship ・making　and 　assertion 　skills）．（2）Childrell　 identMed 　from 　the 　ratings
asrelationaily 　aggressive 　were 　a正so 　reported 　to 　have 　higher 　levels⊂） f 　social 　s1〈iils 　 toward 　their 　teachers ．

（ 3 ） Relationally 　aggressivc 　girls，　but　not 　boys ， 　showed　partial 　deficiency　irl 　 friendship・makillg 　skills ． 　I

@wassuggested 　that，　in 　order亡〔，　be 　effective、　a　socjal　skills 　trainillg 　program 　for　relational ］y 　aggressive 　chi

rellshould 　elnphasize 　se1 「− centrol　s

王ls ． 　 　Key 　Words ：relat：iOnal 　aggression ， 　sQcial
　
sknls ，　presch
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