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就学前児 の 社会的ス キ ル

コ ホー ト研究 に よる因子構造 の安定性 と予測的妥当性の検討 一
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　社会的ス キ ル は，他者 との 関係 を円滑 に 進 めるため の技能 で あ る。就学前期 に お け る社会 的 ス キ ル の

獲得の 失敗や その非定型的な発達は ， の ちの 問題行動や不適応 ， 学業成績の低 さ な どの 予測要因 とな る

こ とが 多くの先行研究に よ り明 らか に な っ て い る 。 しか し ， こ うした重要な発達段階で あ る就学前期 の

子 ど もた ち を対象と した社会的ス キ ル の 測定ツー
ル は 国内 に お い て ほ と ん ど提案 され て い な い の が 現状

で あ る 。 そ こ で 本研究で は，全国規模 の コ ホ ー ト調査 を行 い ，就学前児 を対象 と した 社会 的 ス キ ル の 個

人差 を適切 に 測定 で きる尺度 を開発した。作成 された就 学前児用社会的ス キ ル 尺度は欧米の先行研究で

繰 り返 し確認 され て い る協調 ・自己抑制 ・自己表現 の 3 因子構造を持ち ， 高い 内的
一

貫性及び経時的安

定性 を示 した （研究 1）。また ， 外的基準 と し て 問題行動 と自閉傾向を縦断的 に 測定 し て 本尺度 と の 関連 を

分析し た結果 ， 提案す る 尺度は十分 な併存的妥当性及 び 予測的妥 当性 を持 つ こ とが 確認 された （研究 2）。

本尺度に よ る ス ク リー
ニ ン グ及 び そ れ に 基 づ い た 早期介入 は，就学前期以降 に お け る 子 どもた ち の 健全

な 発育に 寄与す る だ ろ う。

　キ
ー

ワ
ー

ド ：社会的 ス キル ，就学前児 ，
コ ホ

ー
ト研究 ， 問題行動

問題と 目的

　人間 は ， 生 ま れ た 直後 か ら周囲 の 人 た ち か らの 働 き

か け を受け な が ら成長 ・
発達す る社会的 な存在 で あ る

（Br 。 nfenbrenner ，1979）。そ し て ，子 ど もた ち が 自 らの 働

きか けで 社会的 な存在 となるため の プ ロ セ ス として ，

親子 の 関係と並 んで ， 仲間 との 関係や教師 ・保育士 と

の 関係 も非常 に 重要 で あ る （向井，2〔｝03）。子 ど もた ち は ，

家庭以外の 場所 に お い て ， 仲間同士 の遊び や親以外の

大人 との 相互交渉の 場面を 通 じ て ，社会の 中で 他の 人

と う ま く折り合 っ て い く方法 や 社会 で 認 め ら れ た ル ー

ル ・行動 を身 に 付 けるように なる。広義 の社会性 とは ，

こ の よ う に
， 自分 の 属 す る社会 が支持 す る生活習慣 ，

価値規範 ， 行動基準な ど に そ っ た行動が取れ る とい う

全般的な社会的適応性を指す （繁多，1991）。そ の一方で，

や や 狭義に社会性 や 社会的 な 行動 を と ら え る た め の 概

念 と して ， 社会的 ス キ ル が ある 。 社会的 ス キ ル とい う

用語に お け る 「社会的」 と は 「対人的」 とほ ぼ 同義 で

あ る。す なわち ， 社会 的 ス キ ル と は ， 簡潔 に は 「対人

関係 を円滑 に すす め る具体的行動 （菊池 1988＞」， 「他者
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と の 関係や 相互作用 の た め に 使わ れ る技能 （相川，

1996＞」，「対人関係を切 り結 ぶ た め の 基礎的な能力 に 宮，

2006）」 とい う こ と に な る。

　 Gresham （／986，2001） は，社会的 ス キ ル は，「仲間 か

らの 受容」， 「行動」， 「社会 的妥当性」の 3 つ の観点 に

したが っ て研究が進 め られ て き た と述 べ て い る 。 「仲間

か らの受容」の観点か らす る と ， 子 ど もの 社会的 ス キ

ル は ， 仲間か ら好 か れ て 受 け 入 れ ら れ て い る 程度 に

よ っ て 評価さ れ る 。 し か し，この 評価で は，そ の 子 ど

もの 何か に 秀 で た と こ ろ に よ っ て 人気 が あ っ た り尊敬

の 念 を集め て い た りす るだ けか もしれな い 可能性が 捨

て きれな い 。「行動」と は ， 行動論的な観点か ら子 ども

の 社会的 ス キ ル を考え ， そ の 子 ど もが 他の 子 ど もか ら

よ く受 け入れ ら れ，周囲 か ら の 強化 を増 し，罰 を低減

さ せ，結果 と して ポ ジ テ ィ ブな関係 を促進させ る行動

に よ っ て 子 ど もの 社会的 ス キ ル を評価す る もの で あ る 。

こ の 観点 は ，
Argy ！e （1981）な どに よる 「相互作用す る

人 の 目標 を実現す る ため に効果 の あ る社会的な行動」

とい っ た 行動的側面を強調 した 定義 と近 い
。 そ し て ，

行動論的側面か らの観点の拡張が 「社会的妥当性」か

ら の 観点で ある。社会的妥当性の 観点 で は，ポ ジ テ ィ

ブ な社会的結果を予測す る ような， 大人や教師か ら見

て 重要か つ 適応的な行動パ ターン を社会的 ス キ ル と考

え る 。
こ の観点は ， Combs ＆ Slaby（1977）な ど に よ る

「社会的に受容 ・評価さ れ ， そ の人個人 に も相手に も
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お 互 い に 有益 で あ る よ う な特定の 方法に よ っ て ， 社会

的文脈 の 中で 相手 と相互 作用 し合 う能力」 と い う能力

面 を強調 し た定義に近 い と言え る。さ ら に，各ス キ ル

に つ い て 具体的 に 見 て い け ば
， 相手 に 話 し掛 けた り，

相手 の 話 を聞 い た りす る コ ミュ ニ ケーシ ョ ン に 関わ る

初歩的なス キル か ら対人関係 で の葛藤を処理 した り，

計画的に もの ご と を進め た りす る応用的な ス キ ル まで

多岐 に 渡 り （二疽 ，　2006）， 社会的ス キル とい う概念が い

か に 包括的 で 多義的，か つ 複雑 で あ る か を窺 い 知 る こ

と が で き る （相 川，1996；Korinek ＆ Popp，1997）。

　欧米に お け る社会的ス キ ル の諸研究は ， 社会的な適

応 に問題 を抱え る成人 に 対 す る 治療 ， 介入 に端を 発 す

る が ， そ れ ら の 研究で蓄積さ れ た知見 や 具体的な訓練

方法は社会的ス キ ル 訓練 （S・ Gial　Skills　Training ；SST ）

と して
， 子 ど もたち に 対 して もそ の 介入有効性が 確認

さ れ て い る （江村 ・岡安，2003 ；マ トソ ン ・オ レ ン デ ィ ッ ク，

1993）。 社会的ス キ ル は ， 正 常発達 に よ っ て 学習可能な

行 動 で あ る と想 定さ れ て い る の で （Gresham ＆ Elli。tt，

1984），子 ど も た ち の 社会的 ス キ ル に 関す る研究 の 大 き

な 意義 の ひ と つ は，そ の 介入可能性 ， 学習可能性 に あ

ると言 え る だ ろう。発達初期 に お ける社会 的 ス キル の

獲得 の 失敗及 び機能不全 ， 未成熟 や非定型発達 は ， の

ち の 問題行動 （e．g．，うつ や 不安 な どの 内在化 問題 注意欠陥性

多動性障害や 反抗 挑戦性障害 な どの 外在化 問題，アス ペ ル ガ ー症

候 群や 自閉な どの 広汎性発達 障害 な ど），社会的不適応，学校

不適応，学業成績の 低 さ の 予測要因 と なる こ とが 知 ら

れ て い る （Coie ＆ Dodge，1983 ；Gresham ，ユ981；Parker ＆

Ashcr，1987＞。したが っ て ， 社会的 ス キ ル の 獲得や 発達

が十分で は な い 子 ど もた ち に対 し て 積極的 に介入 を

行 っ た り予防策 を講じ た り す る こ と は非常 に 重 要な こ

とで あ る 。 そ の た め に は，まず社会的 ス キ ル に つ い て

適切 に アセ ス メ ン トを行 う こ と，すなわ ち，そ の 研究

が タ
ーゲ ッ ト と し て い る 年齢層や発達段階 で ど の よ う

な社会的 ス キ ル が 必要 と さ れ て い る σ）か を明 らか に し

た うえ で 的確 な評価を行 う こ とが求 め られ る 。 本研究

が タ ーゲ ッ ト と す る年齢層は 4 〜 6歳の 就学前児 で あ

る 。 4〜 6歳 と い う就学前期 は ， 来る べ き 就学，来 る

べ き社会的活動領域の 膨大 な増加 に 備えて ，社会的 ス

キ ル を十分 に 身 に 付けて お く必要 が あ る と考え られ る

重 要な発達段階で あ る 。 しか し ， 小学校児童 を対象 と

した社会的ス キ ル 尺度は す で に い くつ か 存在す る もの

の （岡田，2003 ；嶋 田
・戸 ヶ 崎 ・岡安 ・坂野 1996 ；鈴木 ・庄司，

1990）， 就学前児の み を対象 と し た社会的ス キ ル の 測定

ツ
ー

ル は 現時点 に お い て 非常 に 少な い
1
。

　 こ の ように ， 操作的定義 は数多 く存在す るに もか か

わ ら ず ， 測定ツール が 不足し て い る とい う現状 を鑑 み

〔相 川，2000）， 菊池 （ユ989）， 菊池 ・
堀 （1988）が 指摘す る

よ うに，社会的ス キ ル に関す る研究は，特定の 年齢層

や 特定 の 発達段 階で ど の よ うな 社会的 ス キ ル が 必 要 で

あるか を明らか に しなが ら検討 を行 っ て い く必要があ

るだ ろう。そ こ で ， 本研 究 で は ，
4 〜 6歳の 就学前児

を対象と し た社会的ス キ ル 尺度の 開発 を行い （研究 1），

そ の 妥 当性を検証す る （研 究 2）。 具体的 に は ， まず研究

1 で は，全 国規模で 就学前児 に 対 し て 行 っ た コ ホ
ー

ト

調査 に 基 づ い て ， 4 ・5 ・6歳の 3 時点 に お い て 就学

前児の社会的ス キ ル の個人差を適切 に測定で きる尺度

を構成す る 。 研究 2で は ， 研究 1で 構成 され た 尺 度 を

用 い て ， 問題行動 吶 在 化問題，外在化 問題）と自閉傾向と

の 相関を検討し，尺度 の 基準関連妥当性 （併存的妥 当性，

予 測的妥 当性） を検証 する。

研　究　 1

　「問題 と 同的」で概観 した よ うに ， 操作的定義が 多数

存在す る社会的 ス キ ル と い う複雑 な概念は，お お よ そ

どの よ うな 構造 をもつ 概 念 と して 研究 さ れ て き た の だ

ろ うか。就学前期 か ら青年期 に か けて の社会的 ス キ ル

1

　 本研 究 が 対象 と す る 就 学前 児 の 社会 的 ス キ ル を測定 で き る

　可能性 の ある既存 の 尺度 として は，（1）マ トソ ン 年少者用社会 的

　ス キ ル 評 価 （Matson　 Evaluation　 of 　 Social　 Skills　 with

　Youngsters ； MESSY ； マ トソ ン ・オ レ ン デ ィ ッ ク ，ユ993 ；

　Matson ，　RQ しatori ，＆ Helse1 ，1983），（2〕幼 児用 社会的 ス キ ル 尺

　度 （渡 邊・岡安 ・佐 藤，1999） が挙 げられ る。MESSY の 対 象年

　齢 は 4〜18歳で ，非 常 に 幅広 い 適用範囲が 特徴 で あるが，先 行

　研 究 で は 8 歳以 上 の 児 童〆生徒 を 対象 と し て い る こ と が 多 く

　 （Ma しson ，　Esveldt−Dawson ，＆ Kazdin，工981；MatsQn，　Hein

　ze ，　Helsel，　Kapperman ，＆ Rotatori，1986；Matson，　Macklin，

　＆ Helsel，1985），就学前児 を 対象 と した研 究が あま り見 られ な

　 い 。また，MESSY で仮 定 さ れ て い る 3 つ の下 位次 元 は，（a ）適

　切 な社 会的 ス キル （appropriate 　social 　skills ），（b）不適切 な社

　会的 ス キル （inappropriate　social 　skills ），（c ）種々 雑 多な項 目

　 （miscellaneous 　 items） と 非常 に 漠然 と し て お り
，

と りわ け

　 （c）種 々 雑 多な項 目 に は，問題 行 動 傾 向を 測 定 す る項 目 と相 違

　な い もの が 含まれ て い て ，問題 が 大 き い 。幼児用社会的ス キル

　尺度 は，Social　Skills　Rating　System （SSRS ；Gresham＆

　Elliott，1990）を元 に して 作成 さ れ た 尺 度で あ る。　SSRS の 原 版

　 は，本論文 に お い て レ ビ ュ
ー

を行 っ た 3 因チ構 造が 抽 出 され て

　 い る もの の ，幼 児用社会 的ス キ ル 尺度 を用い た 先行研究 に よ る

　 と，本来 30項 目 ある 尺 度構成の うち，25項 目だ け を用 い た 4因

　子 構造 （渡邊 ・岡安 ・佐藤，1999），16項 目の み を用 い た 3因子

　構造 （磯 部 ・佐藤，20〔13） と な っ て お り，「因子構造が 安 定 しな

　 い 」，「文化的 に 日本国内 で あ ま り通用 しない 項 目が含 まれ て い

　る か も しれ な い 」な どの 可能性が 考 え られ た 。 本研究の 目的

　 は，就学前児 の み を対象 と した 社会的 ス キ ル の 測定及 び そ の 構

　造 の 検 討 に ある の で，こ れ らの 既 存 の 尺 度 は，項 目群作 成の た

　め の参考に留め た 。
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を 分類 した ，海外 の い くつ か の先行研究を紐解 い て 見

る と （Caldarella＆ Merrell，1997 ；Elksnin＆ Elksnin／998；

Gresham ＆ Elliott、1990 ；Kolb ＆ Hanley．Maxwe ［1，2003 ；

Pedersen，　Worrell，＆ French，2001 ；Walthal［，　KonQld，＆

Pianta ，2005 ），最 も大 きな区分 で 3 次元 が繰 り返 し記述

さ れ て い る と考え る こ と が 出来る 。 繰 り返 し記述 さ れ

る大枠の 3次元 と は，Socia！ Skills　 Rating　 System
（SSRS ；Gresham ＆ Elliott，1990） で 用 い ら れ る 「協調

〔cooperation ）」， 「自己抑制 （self −
controD 」，　 f自己表現

（asserti ・ n ）」で あ る 。 協調は，他人 を 手助 けす る ，
モ ノ

を共有す る な ど仲間や大人 に 対 して協調的 ・共感的な

行動 ， 自己抑制は，葛藤場面 で 適切 に 対応 で き る，交

代や 譲歩が で き る な ど自分 の欲求や 要求 を抑 え た うえ

で 振 舞 う行動 ， 自己表現は ， 自己紹介が で きる，会話

を引 っ 張 る ， 要求を き ち ん と述 べ る な ど 自分 自身や 自

分 の 意 思 を 明確 に 説明 ・表現 す る行動の こ と を そ れ ぞ

れ表 し て い る。

　そ こ で ， 本研 究 で は， 4 ・5 ・6 歳 の 3 時点に お い

て社会的ス キ ル の個入差 を適切 に 測定 で き る 尺度構成

を 目指し つ つ ，協調 ・自己抑制 ・自己表現 に 相当す る

3次 元が 国内 の 4 ・5 ・6歳児の デ
ー

タで も再現 され

るか どうか に つ い て検討を行 う。 もしその 3因子構造

が 確認 さ れ た場合 に は
一

致性係 数 （Tucker ，エ951）を 算出

して
，

4 〜 6歳の年齢時点間 に お ける因子構造 の 安定

性 を確認す る 。 また ， Van 　Ilorn，　 Atkins−Burnet亡，
Karlin，　Ramey ，＆ Snyder （2007） は ， こ の 3 因 子 構造

は ， 性別 を超え て 安定的 で あ る こ と を示 し て い る の で，

男女児間 の安定性 に つ い て も確認 を行 うた め に ，性別

ご と に 同様 の 分析 を行 う。 さ ら に ，抽出 さ れ た 因子 を

構成す る項目の 和得点の信頼性 （内的一貢 性，再 検査 信頼

性） を検討す る 。

方 法

被調査児　2000 年 か ら 2 06 年 に か け て，全 国夜 間保

育連盟 に 加入 し て い る 全国 21都道府県 98か 所 の 認可

保育所 を対象 として コ ホート調査 を年 1 回行 っ た。本

研究 に お け る被調査児 は，通常 （昼 間 ）保育 もし くは延

長 液 問〉保育を利用す る 4 〜 6歳児 で あ る 。 各保育所

の 担当保育士 が，園児用発達チ ェ ッ ク リス ト 〔安 梅 ・篠

原 ・杉 澤 ・丸 山 ・田 中 ・酒 井 ・宮崎 ・西村，2007 ） を用 い て ， そ

れぞれ の 子 どもの発達状態 哩 勤 発達，社 会性発達，言語発

達な ど）に つ い て評定を行 っ た 。そ の 結果，10，981名 （男

児 5、593 名，女児 5，310 名，不 明 78名）の 完全 に 有効 な回答を

得た 。 こ の うち ， 本研究 に お い て 分析対象 と し た の は ，

4歳児 4 ，140 名 （男 児 2．1  9名．女 児 2，030名，不 明 1 名）， 5

歳児 3，993名 〔男児 21054名、女児 1，935名 不明 4名）， 6歳

児 3，122名 （男 児 工，581 名、女 児 1．539各 不 明 2 名） で あ っ

た
2
。 な お ，信頼性 の 高 い 評価 を目指すた め ， 各保育所

2 名以上 の 保育専門職 を対象に ， 研修会 を数回開催 し

て
， 本調査 の 目的と方法の 説明 を行 っ た。さら に ， 研

修会 の場で ， 実際 に 評定 に 参加す る各保育所 の保育専

門職同士 で 実際 に 評価 して もら い
， 評定結果 が 85％ 以

上 の
一

致率を示す こ と を確認し た 。 ま た ， 評価 マ ニ ュ

ア ル を配布し，詳 し い 内容を 明記 し，不明な点 に 対応

で き る よ う配慮 した 3。

質問項目の 作成 　既存 の さまざまな発達検査 や 質問票

で 使用 さ れ て い る 項 目 を参考 に し な が ら （遠城寺 1978 ；

Frankenburg，　D 〔｝dds，　Archer．　Shapiro，＆ Bresnick．1992 ；中

瀬 ・西尾，20Gl；津守 ・磯 部，　196i］），複数 の 子育 て 支援専門

職 と の 議論 を行 い ，予備 的調査 に お い て保育園で 担当

専門職 が 評価 しやす い 項目とな る ように改善を加 えな

が ら， 最終的に 70項 目の 社会・対人技術発達評価 項 目

群を作成 し た 。 それ ぞれ の 項 目 は ， 「な い 」， 「と き ど

き」， 「い つ も」 の 0点 か ら 2点 まで の 3件法で 評定さ

れた。

結果 と考察

　 先 行 研 究 で 繰 り返 し確認 さ れ る 3 囚 子 構造 が 国 内 の

データ で も再現 され る か ど うか 検討す る ため ， 各年齢

時点別 の 社会 ・対人技術 発達評価項 目群 に 対 し て ， 最

小 二 乗法 に よ る探索的因子分析を行 い
，

プ ロ マ ッ ク ス

回転 を施 した。ス ク リープロ ッ トや 因子 の解釈可能性

に そ っ て ，い ず れ の年齢時点 に お い て も 3 因子解 を 採

用 した 。
い ず れ の 因子 に つ い て も原則 と して

，
い ずれ

か の年齢時点の因子負荷量 が ．30以上 の 項 目を採用 し ，

そ の う ち 複数 の 因子 に 対 し て 重複 した負荷を示 した 項

目は 除 か れた。さら に ， 利用時の簡便性 と協調 ・自己

抑制
・
自己表現 に 関連 す るか どうか と い う内容的妥当

性 の 観点 か ら項 目選定が行わ れ ， 最終的に 3 因子各 10

Z
　 各年齢時点 の サ ン プル 数 と総 サ ン プ ル 数が

一
致 し な い の は，

　 コ ホ ー
ト調査 の た め，各 年次 で 繰 り返 し評 定 され た児 が い る こ

　 とや 保育園か らの 転 出 ・転入 が あ っ た た め で あ る。
3
　 例 えば，「『あ とで 1 と言 わ れ て 待つ こ とが で き る」 とい う項

　目 に つ い て は ， 「や りた い こ とや 欲 し い もの が あ っ て も，い い 聞

　 か せ れ ば，だ だ を こ ね な い で 待っ こ とが で きる。単 に あ き らめ

　る の で は な い 」とい う説明が 付記 され て い る。また，「気 に な る

　行動 」に 関す る項 目群 を評定す る 際の 注意事項 と して は，「同 じ

　年齢 の 子 ど も と比 較 して 『普通 で は な い ∫ と考 え られ る ほ ど
，

　 『気 に な る」項 目に つ い て チ ェ ッ ク を入 れ，発 達の あ る段 階で

　普通 に 見 られ る もの にっ い て は除外 して くださ い 」な どの 説明

　が 追加 され て い る 。
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項目合計 30項 目が 採用 さ れ た．Table　1 に 当該 の 30

項目 に対す る因子分析結果を示す 。 3 因子解の累積寄

与 率 は， 4 歳 時 点 で は 51．28％， 5 歳 時 点 で は

61．54％， 6歳時点で は 56．90％ で あ っ た。第 1 因子 は

他 の 子 ど も に対す る共感や向社会 的な行動 を表 す 「協

調」，第 2 因子 は我慢 や 自制を表 す 「自己 抑制」， 第 3

因子 は自分 の 気持 ちや考え，行動 を適切 に 相手に対し

て 表 出 で き る 「自己表現」をそれ ぞ れ示 して い る と解

釈さ れ ， 単純構造 に 近 い 因子 パ ターン を有し て い る 結

果 か ら因子的妥当性が確認さ れ だ 。 また ， 各年齢時点

に お ける 因子パ ター
ン が ど の 程度安定的で あ る か を 評

価す る た め に
一

致性係数 を算出した と こ ろ ， ．991 （4 歳

一5歳）， ．989（5歳一6歳），．987 〔4 歳一6 歳） と な っ た こ と か

ら， 各年齢時点 の 因子 パ タ
ー

ン は ほ ぼ 同
一で あ る と判

断 さ れ た
5

。 ま た ， 因子構造の性差 に つ い て 検討 を行 う

た め に，男女児別 に 探索的因子分析撮 小 二 乗法，プ ロ マ ッ

ク ス 回軻 を行 い ，同様の 3 因子構造を得た の で ，
一一

致

性係数を算出し た 。 そ の結果 ， ．981〜．995 とい う高 い

値を 示 し，因子構造は男女児別で も安定 的 で ある こ と

が 確認 さ れ た 6
。

　次 に ， 4 歳 か ら 6 歳ま で の 3 年間社会的ス キ ル の

データ が欠損値無 くそ ろ っ て い る 2，625 名 の 縦断デー

Table　1　就学前児用社会 的 ス キル 尺度 の 因子分析結果 （プ ロ マ ッ ク ス回転後）

4 歳 5歳 6歳

FI 　　 F2 　　 F3　　 FI　　 F2 　　 F3　　 FIF2 　 　 F3

第 1 因子 協調 （α
＝．95，．96，．98）

　誰 か が 失敗す る と励 ま し た り慰 め た りす る

　寂 しそ うな友達 を元 気づ け る

　誰 か が 上 手 に で きた ら 厂じ ょ うず」 と ほ め る

　 い い と思 っ た らそ の 人 に 「い い ね 」 と い う

　 誰か が上手 に で きた ら嬉 し い

　 自 分 か ら友 達 を乎 伝 う

　怪 我 をした友達 を助 ける

　 自 分 に で き る こ と はな い か き く

　友 達 に 何か 頼 まれ る と于助 け す る

　他 の 子 に 思 い や りの 行動 を示す

第 2 因子　自己制御 （α ＝ 、93，．95，．97）
　 ほ し い もの が あ っ て も説 得 され れ ば我 慢 で き る

　必 要 な場面 で は お 行儀 よ くして い られ る

　 大勢の 入 の 中で 駄 々 を こ ね な い

　 「あ とで 」 と言われて 待 つ こ とが で き る

　 人 の 話 を最 後 まで き く

　 お もち ゃ の 貸 し借 りを す る

　持 っ て い る もの を他の 子 とわ けあ う

　 他の 子 に 攻撃 的 な態度 を と らな い

　自分 の意 見 と逮 っ て い て もみ なの 決 め た こ と に し た が う

　 順番が わか る

第3 因子 　自己 表現 （α ＝、89，．90，．91）
　 誰か が 話 を した ら何 ら か に 明 らか な反 応 をす る

　 何か して もら う と、嬉 しそ うな 顔 を す る

　 誰 か が 話 を し た ら 顔 を 見 る

　 気持 ち を顔 に 出す

　 人 に近 づ きお し ゃ べ りをす る

　話 を す る と き に は顔を 見る

　 誘わ れ れ ば遊 び 仲 間に 入 れ る

　挨拶を す る

　 見た りきい た り した こ と を 自分か ら話 せ る

　 自分 の 姓 と名 を言 え る

05333095519888776654一．06　　 −，D4
−．06　　　

−，〔，2
−．05　 　 ，03
．03　　　　．〔，2
．10　 −．03
．09　

−．02
，07　　 ．04
．01　 　 ．03
．23　　 ，G4
．24　 　 ．16

84437417238888777564一，04　 −．e3
．〔〕2　 　 ．00
．05　 　 ．03
−．03　 　 ．01
，06　 −，03
．05　 　 ．02
．08　 　 ．Ol
，00　 　 ，02
．工8　 　 ．02
，23　 　 ．15

．02
−．02
．oo
．03
−．oユ
．⊥2
．20
−，05
．21
、07

89981943087666655554

08761610859888877754． 0　　 ．〔｝3
−、03　 −．03
−． 6　　 ．05
−．〔12　 　 ．〔12
．03　 　 、OO
．10　 −．O・1
．13　 −．01
．09　　 ．〔〕⊥
26　　．02
．24　 　 ．15

一．10　　 ．00
．03　　　

−．〔，3
−．08　 　 ．06
，07　 −．01
，10　 　 ．06
．08　　 ．22
、08　 　 ．25
−，03　 　 ，00
−．13　 　 ，21
．19　　 ．11

4914072316ア

676645554

一、  2　　 ．02
−．03　　

−，02
−、06　 　 ，09
．14　 −．〔）3
，04　　 ．02
，11　　 ，16
，05　　 ．24
−．07　 　 ．05
．．08　 　 ．19
．17　 　 ，08

一．11
．01
−．12
，09
．14
−．08
、06
．12
．26
． 5

，Ol
．06
．13
−．23
−．13
．17
．14
．04
．06
．10

00042034907666665433

89211341077667665565一、08
．04
−．10
．09
．02
．08
．09
−，07
−，（15
．12

一．10
，eo

−，17
．08
．2］

一，Ol
．05
，18
．32
．08

．02
−，09
．15
−．22
−．05
，2S
．19
．  7
．  0
．15

66914527187767544342．09
−．02
−．17
．工1
．14
−．Ol
．12
，08
．32
、11

．e4
．05
．16
，22
−．〔〕6
．27
．28
．02
．16
．26

鬮

iii
　，20

寄 与率 （％） 21．67　 15．70　 13．91　 27．03　 17．45　 17．U6　 24，42　　15．97　 16．51

因子 間相関

　 　 　 FI　 　 F2

F2　　．52
F3 　　 ．41　　 ．43

FI　 　 F2

．55
．44　 　 ．45

FI　 　 F2

，61
．39　 　 ．48
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協調 十 自己 抑希1」　 　 ＋ 自己表 現

発 達的 変化 を示 す た め，・1 ・5 ・6 歳 の 3 時 点 す べ て で 評 定 が行 わ れ た 2625名 の 児 に 限 っ

て 結果 を示 した。図 中の 数値 は 平均値，括 弧内 の数値 は 標準偏差。

Figure　1 社会的ス キ ル 尺度下位次元得点の 年齢時点ご と の発達的変化

タを用 い て ， 各下位 次元 すなわ ち協調 ， 自己抑制及び

自己表現 の 各年齢時点 に お け る平均得点 ， 標準偏差 を

示 し ， 4歳か ら 6歳 ま で の 3 年間の発達的変化を男女

児別に Figure　l に ま と め た 。 自己表現 を除く 2つ の 下

位次元 は年齢 に 伴 っ た 発達的変化 を示 し て い る こ とが

分 か る
7
。こ れ よ り，自己表現 は 4 〜 6 歳時点 に お け る

4

　 第 3 因 子 の 一部 に お い て 因 子 負荷 量 が 十分 で は な い もの も

　含 まれ て い る が ， い ず れ か の 年齢時点 に お い て ．30 以 上 の 因子

　 負荷 量 を示 して い るた め，先 に 示 した項 目採 用 の 基準 の 通 り，
　瑣 目と して採用 され た。た だ し，4〜6歳 す べ て で は な く，そ

　 の う ち の 限定 的な 年齢時点 の み を測定対 象 とす る場合 に は，囚

　子 負荷量 の 低 い 項 目を除外 して，尺度構 成 を行 う こ と も選択肢

　 の
一

つ と して 考 えられ る 。
5
　 本論文 で は，性別 や 年齢時点 に よる 因子 構造 の比 較 を

一
致 性

　係数の 観点か ら行 っ た が，構造方程式モ デ リ ン グに よ る多母集

　 団分析 に よ っ て 比較す る こ と も可能 で ある。
6
　 誌面 の 都合 ヒ， 男女 児別 に行っ た 探 索的因子 分 析の 結果 の

　Table は掲載 し な か っ た。詳細 は 著者 に 問 い 合 わ せ 可能 で あ

　 る。
T
　 た だ し ， 検定 で は 3下位次冗 すべ て にお い て発 達的変化が 見

　 られ た。

通常の発達 で は獲得さ れ に くい 可能性が示唆 さ れ た。

ただ し， 自己表現 は どの 時点 で 年齢 に応 じた発達 が見

ら れ る の か とい う点 に っ い て は 3歳以下 を対 象 に した

調査 と分析が 必要で あ ろ う。 また ， 4〜 6歳時点に お

い て 自己表現 に 問題を 呈 す る 子 ど も た ち に 対 し て こ そ，

SST をはじめ と す る訓練乎法 が 有効 な手立 て と な る

可能性 が示 さ れた と言 え る。また ， 6歳 の 自己主張 を

除 くす べ て に お い て ， 女児 の ほ う が 尺度得点 が 高い 有

意な性差 が 見 ら れ た 。 Meier（2000 ＞， Merrell＆ Popinga

（1　9．　94），庄司 （1994）な ど は社会的ス キ ル に性差（主 に ，女

児 〉 男 児 ）が 見 られ る こ と を報告 して い る の で
， 今後 も

引 き続 き検討が必 要 で ある。

　さ らに ， 信頼性 に つ い て ， 尺度 の 内的
一

貫性を表す

ク ロ ン バ ッ ク の α 係数 と時間的安定性を表す 再検査

信 頼 性 の 観 点 か ら 検 討 し た 。 協 調 の α 係 数

は ．95〜．98，自己抑制は ．93〜．97，自己表現は ．89〜．91

とな り，十分 な値 を示 した。また，再検査信頼性 に つ

い て 確認 す る た め に ， 下位尺度得点 ご とに相関係数を

算出 し た。そ の 結果 ， 協調 は r ＝ ，77−v ．86， 自己抑制 は
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r ＝ ．87〜．92， 自己 表現 は r − ．89〜 ．93 と い ずれ も非

常に高 い 数値を示 し ， 尺度の 安定性 はほ ぼ満 た される

こ とが確認 で き た。い ずれ の 下位 尺度次元 に お い て も，

十分な内的
一

貫性 ， 再検査信頼性 をもつ こ とが確認で

きた こ と か ら ，
こ れ らの 尺度は安 定し た特性 を測定し

て い る と考え ら れ る 。 し か し，「本尺度 に よ っ て 測定 さ

れる社会的 ス キル の 個人差が安定 的な特性 を反映 して

い る こ と」 と 「社会的 ス キ ル は 固定的 で変容不能で あ

る こ と」は決し て 同等で は な く， 社会的 ス キル は学習

に よ っ て事後的に で も獲得可能で あ る点 を強 調 して お

き た い 。対人関係 に 問題 を抱 え る 子 ど もは ，
こ れ ま で

に社会的 ス キ ル を学習す る機会 に 恵 まれ な か っ た ， 不

適切 な対応 の 仕方 を学習して きた ，と い っ た こ と を意

味す る （佐藤，1996b ）。

　以 上 の結果 か ら ， 本研究で 開発 さ れた 4〜 6歳 の 就

学前児 を 対象と し た 社会的 ス キ ル の 個人差 を測定 す る

ため の 尺度 の 因子的妥当性及び内的
一

貫性， 再検査信

頼性は高 い と判断 し，Table　1 に 示した 3因子各 10項

目計 30項 目 を 「就 学前児 用 社 会 的 ス キ ル 尺度」 と し

た 。

研 究　 2

　研究 2 で は ， 研究 ユで 作成 し， 就学前期 に お い て性

別 を超えて 安定的 な因子 構造 を示 し た 「就学前児 用社

会的 ス キ ル 尺度」の 更な る妥当性を検証す る た め ，
こ

の 尺度が同時期 の 問題行動及び 自閉傾向 と関連を持っ

か ど うか ， また 1年後 ・2 年後 の 問題行動及 び 自閉傾

向を予測す るか ど うか，とい う 2点 に つ い て 検討 を行

う。

　幼児期 の 子 どもの 問題行動 は ， 内在化問題 と外在化

問題 の 2 つ に 大別 され る （Achenbach ＆ Edelbr・ck ，1978；

菅 原，20。3）。 内在化問題 は ， 過剰な 不安や 恐怖，抑うつ

な ど ， 他人 よ り も本人 に 問題 を生 じさせ る問題行動 で

あり ，

一
方の 外在化問題 は，注意 の 散漫や攻撃性な ど，

状況 に 応 じ て 自らの 行動を統制す る こ と がで き ず，周

囲 の 大人 や仲間たち に 迷惑 をか け る問題行動 で あ る 。

社会的 ス キ ル は ， 同時点 もし くは将来の 問題行動や社

会的 不 適応 ， 学業成績の低さ と関連す る こ とが 数多 く

報告さ れ て い る （Gresham ＆ Elliett，199e ； Malecki ＆

EIIiott，2002 ； 中 台 ・
金 山，2002 ； Stormshak ＆ Webster−

Stratton，1999 ；Te 〔〕，　Carlson，　Mathieu，　Egeland，＆ Sroufe，

1996 ； Van　H 。rn 　 eし al．，2007）。 例えば ，
　 Stormshak ＆

Webster −Stratton（1999 ）は社会的 ス キ ル と外在化 問題

との 問に r ＝一．65 の有意な負の 相関 ， Malecki ＆ El−

1iott（20。2） は 社 会 的 ス キ ル と 学 業 成 績 の 間 に

r ＝ ．31〜．54の 有 意な正 の 相 関 ，
Van 　 Horn 　 et　 al．

（2007＞は社会的 ス キ ル の 高次因子 と問題行動 の高次因

子 と の 問 に
一．72 の相関を そ れ ぞ れ報告 し て い る 。 ま

た ， 広汎性発達障害の ひ とつ で あ る 自閉症 は ， 対人的

相互作用 に 問題 を有 し，行動や興味が 限定 さ れ，反復

的 ・常動的 な行動様式 を取る た め （American　Psychiatric

AssociatiDn，1994）， 社会的な文脈に お け る コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン に 問題 が あ る と され て い る 〔Frith、1996）。

　以上 を踏 まえると， 就学前児用社会的ス キル 尺度 は，

内在化問題 ， 外在化問題 ， 自閉傾向 と い ず れ も負に相

関す る こ とが 予測さ れ る の で ， 研究 2 で は ， こ の 点 に

っ い て検討 し ， 就学前児用社会的 ス キ ル 尺度の 基準 関

連妥当性 （併存 的 妥 当 性，予 測 的 妥 当 性 ） の 検証 を行 う。

方 法

被調査児　研究 1 と同様で あ る 。 た だ し， 分析 に 使 用

す る す べ て の 項 目で欠損値が な い 児 の デ
ー

タの み を対

象 として解析を行 っ た。

調査 に 使用 した 項 目　社会 的 ス キ ル に つ い て は ， 研究

1で 開発 した就学前児 用社会的 ス キ ル 尺度 （30項 E3 件

法 ）を使 用 し た、内在化 問題 ， 外 在化 問題 ， 自閉傾 向 に

つ い て は ， 園児用発達チ ェ ッ ク リス ト （安梅 ら，2007）の

「気に な る行動」に含 ま れ る 66項 目 の うち，Amer ・

ican　1’

sychiatric 　Association（1994 ）に よ る 精神疾患 の

分類 と診断 の 手 引 き ｛Diagnestic　and 　Statistical　iifaittfal 　o．t
’

∠lfe；2　tcti　Dis’orders ，　4
匸「1
　ed ．，　DSM ・IV＞に 基 づ い て ，専門家 （大

学 教授 1名，大 学 専 任 講 師 1名） が 行為障害 ・反抗挑戦性障

害 ・大 うつ 病 ・広汎性発達障害など内在化問題 ， 外在

化問題 ， 自閉傾向と類似の診断基準 に 当て は ま る と し

た各 6項目計 18項 目を評定 に 使用 した。内在化問題 を

評価す る 具体的な項目 は，「友達や大人 に 対 して 関心 を

引 く行動 が 少な く，大人 しい 」， 「新 し い 場面 に す ぐ慣

れ な い 」， 「よ く泣 く」， 「自分か ら仲間に 入 れ ず， 臆

病 」， 「人見知 りす る」， 「疲 れ や す い 」の 6 項日で ， 外

在化 問題を 評価 す る 具体的 な項目は ， 「も の を取 り上 げ

る」， 「乱暴す る」， 「他の 子 の じ ゃ ま をす る 」，「け ん か

が 多い 」，「い たずら が 激 し い 」，「自分勝手な行動 が 多

い 」 の 6 項 目で あ っ た
。 また ， 自閉傾向を評価す る項

目は ， 「視線 が合わ な い 」， 「友達に関心 を 示 さ な い 」，

「こ と ばの 遅 れ が あ る」， 「子 ど も や 大 人 の 身振 りの ま

ね を し な い 」， 「身近 に あ る特定の もの に 興 味を集中 さ

せ る 」，「同じ行動 を よ く繰 り返 す」 の 6項 目で あ っ た。

い ず れ の 項 目 も
， 「な い 」， 「と き ど き」， 「い つ も」の 0

点 か ら 2 点 まで の 3件法 で 評定さ れ た 。
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結果 と考察

　 4〜 6歳時点 の 社会的 ス キル 得点 （協調，自己 抑制，自己

表現）と気 に な る行動 （内在化問題 外在化問題 自閉傾向）

の相関係数 を Table 　2 に 示 す。社会的 ス キ ル 各下位 尺

度得点と 3 つ の気に な る行動 の 間の相関は ， 4歳時点

に お い て r ＝ 一．12〜一．48， 5 歳 時 点 に お い て r ＝

一．18〜一．49
，

6 歳 時 点 に お い て r ＝．．、20〜一．53 と な

り， 予測通 りす べ て に お い て有意な負の相関を示 した 。

ま た ，社会的ス キ ル 得点と 1年後 も し くは 2 年後の気

に なる行動 の相 関は ，
7
’＝一．14〜一．49 （4 歳→5歳），

r ＝

一．24〜一．49 （5歳→6 歳 ），
r ；一．19〜一．49 （4 歳→6 歳） と

な り ，
こ ち ら も 予 測通 りす べ て に お い て有意 な 負の相

関を 示 し た 。 以上 の結果よ り， 就学前児用社会的ス キ

ル 尺度は，十分 な 基準関連妥当性 （並 存 的妥当性 と予 測 的

妥 当性 ） を 示 し た と言 え る。

　Gresham＆ Elliott（1990） は ， ア メ リカ の 子 どもの

データ に お い て ， 社会的 ス キ ル の 低 さ と問題行動 の相

関を 7
・＝一．14〜一．26 （内在化 問題）， r ＝一．27〜一．67 （外 在

化 問題 ）と報告 して お り，こ れ は 社会的 ス キル と外在化

問題 と の 関連性の 強 さ を窺 わ せ る結果 と言え る 。 そ れ

に対し て ， 本研究に お け る 「i本の 子 ど もの データ は ，

内在化 問 題 と社会的 ス キ ル の 低 さ の 相 関 の ほ うが 相対

的に大き い とい う結果 を 示 し て い る 。 庄司 （1994）， 佐藤

（1996a ） は ， 国内に お い て は外在化問題 仮 社会 的行動 ）

に も増 し て ，内在化問題 （非社会的行動 ）に 強 く焦点が当

て られ始 め た こ と を報告 し て い る。教育 の 現場 で は，

乱暴で 集団 か ら逸脱 する外在化 問題 は目に付きやす く，

保育士 ・幼稚園教諭 も管理 しや す い 。そ の
一

方 で
， 内

気で比較的大人 し い 内在化問題は ， 保育士 ・幼稚園教

諭の 目 に留ま りに くい 傾向が ある の か も しれ な い 。 し

か し
， そ うい っ た 目に 留 ま りに くい 内在化問題 を呈す

る 子 どもの 方が却 っ て社会的 ス キル が低 い 傾 向 に ある

と い う今回 の結果は，
一

見す る と大人 し くて 目立たな

い 子 ど もへ の 関与 を高 め て い く必要性 を示唆 するもの

と言 えよう。また ， 自閉傾向 と有意 な負 の 相関 を持 っ

て い る こ と よ り ， 本尺度は 軽度発達障害児 に 対 す る早

期介入 の た め の ス ク リーニ ン グ尺度 と し て有効 に機能

し得る こ と を 示 して い る。社会的ス キ ル を適切 に 獲得

す る こ とが で き れ ば，そ の 獲得 され た 社会的 ス キ ル は

問題行動や自閉傾向 の 萌芽や始 発 の 防御要因 と して 機

能 す る と考 え られ る の で ， 本 尺 度 は 今後早期介入 の た

め の適切な評価の
一

助と な る こ と が期待さ れ る 。

結 論

　本研究は ， 全国規模の コ ホート調査データ を元 に し

て ．就学前期 （4〜6 歳）に お け る 社会的 ス キ ル の 個人差

を測定す る ツ ール を提供 し ， そ の 信頼性 と妥当性の 検

Table　2 社会的ス キ ル と気 に な る行動 の 相関係数

社会 的 ス キ ル

4 歳 5歳 6歳

協調　自己 制御 　自己 表 現　協調　自己 制 御　自己 表現 　協調　自己 制御　自己表現

4

歳

　

　
5

歳

気
に

な

る

行
動

6

歳

内在化 問題

（va＝24D2）

外在化問題

（lt＝456）
自閉 傾 向

（n ＝451）

内在化 問題

（n ＝2381）

外在 化問題

（7？．二316）

自閉傾 向

（7z＝314）

内在 化問題

（n ＝2310）

外在 化問題

（1z＝291）

自閉傾 向

〔71＝291）

．・12

．19

．41

．34

一．33　　　
−，37

一，40　　
−，41

一．14　　
−．30

一，28　　　
−．33

．43 ．40

一．21　　
−．30

一．28　　　
−、30

一．47

．12

一．48

一，49　　　
−，46　　　

−．43

一．21 ．20 ．31

一，43　　　
−，32　　　

−．34

一．49　　　
−．48　　　

−．44

一．19　　　
−．24　　　

−．31

一．44　　　
−．29　　　

−．30

一．49

一．18

一．46

一，49　　　
−．53　　　

−，47

一．19　　　
−，29　　　

−．37

，42 、34 ワ
「ζ

一，52

一．20

一，48

※　 す べ て の相 関係数 は，P 〈 ．001
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討 を行 っ た。研究 1 で は ， 協調 ・自己抑制 ・自己表現

とい う 3 因子構造 （Gresham ＆ EIIiott，1990）が国内の就

学前児に お い て も見 られ る か ど うか ，そ して ま た そ の

構造は安定的 か ど うか，と い う 2 点 に 着 目 しなが ら，

尺度の 構成 を試 み た。因子分析の結果， 想定さ れた 3

因 子構造が得ら れ ， か つ
一

致性係数の 観点か ら そ の 構

造は就学前期 の 3年間 に お い て 男女児別 に．見て も非常

に 安定 的 で あ る こ とが 示 された。また ， 今回構成 した

3 因子各 IO項 国計 30 項目の 「就学前児用社会的ス キ

ル 尺度」は ， ク ロ ン バ ッ クの α 係数，再検査信頼性 と

も高い 数値を示 し ， 項目内容の 等質性，時間的 な 安定

性の側面 か ら
一
卜分 な信頼性が 確認 で きた。次 に，研究

2 で は，本尺度 に お ける外的基準 として ， 3 っ の 気 に

な る行動 （内在化 問題 外在化 問題 自閉傾 向） を考 え ，
こ れ

ら と の相関を算出す る こ と に よ っ て ， 尺度の 基準関連

妥 当性 の 検討を行 っ た 。そ の 結果，社会的 ス キ ル の 各

下位尺度得点 は，予測 通 り，同時点 ・1年後 ・2年後

に お い て ， 3 つ の 気 に なる行動と有意に負に相関して

い た の で ，並 存 的 妥 当 性 ・予 測 的 妥 当 性 と も に 十 分 な

尺度 で あ る こ とが確 認 さ れ た 。

　以上 を踏 まえ る と，本 尺度 の 特徴及 び オ リ ジ ナ リ

テ ィ は ， 以下 の 3 点 で あ る 。 本尺度は ， 4〜 6歳の 就

学前期に お け る社会的ス キ ル を同
一

の物差 し の 上 で 測

定で き る 尺度構成を 目指 した こ と に 主た る 特徴 の
一

つ

が あ る 。 庄司 （1991）は，小学生用 の 社会的 ス キ ル 尺度

を大学生 に適用 し，社会的 ス キル の レ パ ート リーは変

容 しな い こ と を示 し て い る が ， 就学前期 と い う特定の

発達段階に ターゲ ッ トを絞 っ た うえ で ， 社会的 ス キル

の構造に つ い て 検討を行 っ た 研究は 本研究 が 初 め て で

あ る。ま た，本尺度 は，ス ク リ
ー

ニ ン グ の た め に最も

有用 で あ る と考えられ る外的基準す なわ ち問題行 動や

自閉傾 向と い ずれ も中程度 の 負 の相関を持 ち ， 本尺度

に よ っ て 測定 さ れ た 社会的ス キ ル 得点は 1〜 2 年後の

問題行動 や自閉傾向を有意 に 予測す る こ とが確認 さ れ

た 。 本尺度を用 い て ス ク リーニ ン グ を行 うこ と に よ っ

て ， 問題行動や自閉傾向に 対 して，その 萌芽や始発 の

レ ベ ル で 早期介入 で きる可能性が非常に高い
。

こ れ が

2 点日 の 特徴 で あ る。ま た ， 3点 目 と し て ， 本研究は

国内に お い て社会的ス キ ル を扱 っ た 大規模か つ 全 国的

な コ ホー ト調査 に よ っ て 得られ た初め て の 結果 で あ り，

本研究の結果 の 外的妥当性 は 非常 に 高 い と考 え ら れ る。

　 NICHD 　Early　Child　Care　Research　Network （1998，

2002）は，質 の 高い 保育 は 在宅保育 よ り も， 子 ど も の 発

達 に 良 い 影響を与 え ， 家庭 の リス タ を軽減す る と報告

して い る。社会的 ス キ ル 獲得の観点か ら考え れ ば，家

族以外 の 多数 の メ ン バ ーと触 れ 合 う場所 で あ る保育所

や幼稚園は ， 社会的ス キル を身に 付 ける場所 として適

し て い る と考え られ る。よっ て ， 質 の 高 い 保育 の
一

貫

として ， 保育所や幼稚園で 集団実施形式の SST な ど

の訓練手法が 行わ れ れ ば，就学前児の 社会的ス キル の

良好 な 発達 が 促進 さ れ る 可能性が あ る と 言える 。 保育

所 や幼稚 園 に お い て SST が実施 さ れ れ ば ， ト レ ー
ニ

ン グ の成果はす ぐ さ ま園に お け る仲間関係 に 適用可能

で あ り， トレ ーニ ン グの成果 が適切 に 運用で きて い る

か ど うか保育 士 ，幼稚 園教諭 もす ぐに その 場 で 確認 で

き る とい う利点 が あ る 。 もち ろ ん ， 社会的 ス キ ル を は

じめ とす る子 どもの 心身 の発達 は ， 保育所や幼稚園の

保育時間で の み良好な発育が促進さ れ る わ け で は な い 。

実際 ， 安梅 （2004 ），Anme ＆ Segal（2004）は ， 保育 の

「時間」 よ りも家庭 に お ける関わ り方 の 「質」や養育

態度 の 「質」 が ，子 ど もの 健全 な発育 と関連 し て い る

こ と を示 し て い る e よ っ て ， 今後 の 課題 と し て は，今

回 の 全国大規模 の 縦断的調査デー
タ に対 して，共変量

調 整 を行 っ た 潜在成長 曲線 モ デ ル 侭 野，2005 ；Hoshino，

Kurata ＆ Shigemasu，2006 ）な ど を適用 し，子 ど もの 社会

的 ス キ ル の 発達 と親 の 養育態度 と の 関連 を検討 し，家

庭内や 家族関係 に お け る 親子 の 関わ り方 に 対 して ， よ

り直接 的 に 介入 に 寄与す る示唆 を与えて い くこ と な ど

が 考 えられ る。
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Social Skills of  P7'eschoolers : Stabildy of Faclor Structures and

 P7edictive Validdy Fronz a AIationwide Cohort Study in 1mpan
VasbvtE T}IKflttflsbl, KLNLtoKE  OKADA f(]feADanIE ScHooL oF AR7s  .eno Sum'cEs, 1)iE Li"-wesll'v oF IDm'o. . 1)Jli 14R4A･' SociETy FoR  1ta

lko,voTlo,v oF ScfflxTav, 714K.].illno HOsHrND (l.;RAp[,x7F ScHooT. oF ARTs  A,Np Smo,cEs, 1beE (.J'AifT,ERstT}' oF 7'oK)e) .1,xw  VOIuE  AAutE

(CIRL4Dc,-fE SaUOOL O-' CO.-llIREmaew Etl ffuiTtn:1, ,StrENcEs', LijL,fl･'EusuTy oF  7isbKoBA) julla"EsE JoLwtvaL oF EDLJenTTon"L ts}TIJoLoGr; 2008,

5a  8J-ue

  Social skills are  positive abilities  that help children  to interact with  others  in various  situations.  Many

previous  studies  have found that failure in acquiring  social  skills  or  atypical  development of social  skills is

predictive of  later problem  behavior, social  maladjustment,  and  low academic  achievement,  Currently,
however,  few  scales  exist  to measure  the social  skills of  Japanese preschoelers, In Study 1, a large-scale
cohort  study  wa$  used  to develop a scale  that enables  an  appropriate  measure  of  individual difierences in

preschoolers' social  skills.  The  obtained  3-factor  structure  was  consistent  with  published studies  done in

Western  countries,  and  the scale  was  found to have excellent  internal consistency  and  temporal stability.  In

Study 2, the relation  between the newly  developed scale,  problem  behavior, and  autistic  tendencies  was

analyzed.  The  results  confirmed  that the present  scale  demonstrates both concurrent  and  predictive

validity.  It is possible that early  intervention based on  screening  with  this scale  might  assist  children  to

develop soundly.

   Key  Words  : social  skMs,  cohort  study,  problem  behavior, preschoolers
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