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幼 児 の 非社会的遊 び と社会 的ス キ ル ・ 問題行 動 に 関す る縦 断的検討

大 　内　晶 　子
＊

櫻 　井 　茂 　男
＊ ＊

　本研究の 目的 は， 2 年保 育 の 幼 稚園 に お ける年少児 （4 歳児1 の非社会的遊 び （沈 黙 行動，ひ と り 静的 行動，ひ

と り動 的 行動 に 注 目し，そ の 変化 お よ び社 会的 ス キ ル ・問題 行動 と の 関連を男女別 に 明 ら か に す る こ と で

あ っ た。そ の た め ， 入園直 後 （Time 　D と そ の 約半 年後 〔Time 　2） に 幼 児の 非 社会的遊 び の 観 察 を行 い ，

Time　l，
　 Time　2， お よ び卒園直前 （Time 　3） に彼 ら の 社会的ス キ ル ・問題行動 に つ い て 担任教師に評定

を求め た。そ の 結果，沈黙行動が Time 　l か ら Time 　2 に か け て 減少す る こ とが示 さ れ た 。ま た ，社会

的 ス キ ル ・問題行 動 と の 関連 に お い て ，沈 黙行動 は，男女 共 に 主張 ス キ ル の 低 い 子 ど も に 見 ら れ た 。ひ

と り静的行 動 は ，
Time 　2 に そ の 行 動が 多 く見 られ た 場合 ， 女児 は協 調 ス キ ル が 低 く不注意 ・多動傾 向 に

あ る こ と ， 男児 は Time 　3 に お け る 主張 ス キ ル の 低 さ を 予 測 す る こ とが 明 ら か に な っ た 。ひ と り動 的行

動 は ， 行動が 見 ら れ た 時点で は い ずれ の関連 も有意で な か っ た が ， 男児は Time 　l の そ れ が そ の 後の 主

張 ス キ ル の 低さ を，女児 は Time 　2 の そ れ が Time 　3 に お け る外在化 し た 問題行動 を予 測し た 。

　 キーワ ード ：非社 会的遊 び ，社 会的 ス キ ル ，問 題行動，幼児

問題 と 目的

　幼稚 園や 保育 園 に は
， 同年齢 く ら い の 仲 間 が た くさ

ん い る。子 どもた ち は ， そ うした仲 間 と遊 び ， 時 に衝

突 し な が ら も ， 人 と関わ る こ との 楽 し さや 難 し さ ， 集

団生活 の ス キ ル 等を学 ん で い く。

一方，そ う した 集団

場面 に お い て も， 1人 ぽ つ ん と仲間 か ら外 れて遊ん で

い る 子 ど ももい る 。 な ぜ 彼 ら は 1 人 で い る の か 。 そ の

行動 は後に い か な る 影 響を もた ら す の か 。
こ れ ら の 疑

問 を 明 ら か に す る
一

つ の 観点 と し て ， 非社会 的遊 び

（n 。 ns ・ cial 　play ） と い う概念が 注 目 さ れ て き た 。

　非社 会的遊び とは，周囲 に 遊 び可能 な相手 が い る状

況 に お い て ，社会 的相 互作 用 の 見 ら れ な い 遊 び （C ・plan ，

2000） と定義 さ れ る 。 Coplanら （例 え ば，　c ・ plan ，2000 ；

Ceplan，　Rul〕in，　Fox ，　Calkins，＆ Stewart、1994 ） は， こ の 非

社会 的遊 び が ，行動，感 情，動 機 の 質 に よ っ て ，沈黙

行動 （reticent 　behavior）
， ひ と り静 的行 動 （s・litary−passive

behavior ）， ひ と り動 的行動 （s。litary・active 　behaviり r〕 と

い う 3 つ の 形態 に 分 け ら れ る こ と を示 し て きた 。 以下

に 3 つ の 行動 の 特徴 を述べ る。

　沈黙行動は ， 何 も し て い な い 行動 （unoccupied 　behav ・
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ior） と傍観者的行動 （・ nl ・ ・ ker　behavi ・ r） か ら な る 。 他

者 の 遊 び を た だ 見 て い た り，目的 も な く部 屋 を歩 き

回 っ た りす る行動 な ど が こ れ に 含 ま れ る。内気 さ と正

の 関連が あ る こ と （例え げ，Coplan，2000；C 。plan　et　aL 、1994

；G 〔〕ttman ，1977 ；Henders．　on ，　MarshalL　Fox ，＆ Rubin ，2004 ），

対 人不安 の よ うな内面的な 不 適応 の 問題 と関連が あ る

こ と （Coplan，　2UUO ；Rubin ＆ Asendorpf．1993） が 指摘 され

て き た 。 ま た ，
Asendorpf 　C1990） は ， 最初 こ そ 見知 ら

ぬ 人 に対す る抑制 Vl気 さ ） に 起 因 し た 行動 で あ る が ，

次第 に ク ラ ス メ イ トか ら の 無視や 拒否 と関連が 強 くな

る こ と を示唆 して い る 。

　ひ と り静 的 行 動 は，ひ と り構成 的 遊 び （solitary −

⊂。 nstructive 　play ） と ひ と り探 索的遊 び （solitary −explora ．

tory　play ）か ら な る 。
ブ ロ ッ ク を組み 立 て た り ， 絵を描

い た り，虫 を観察 し た りす る行動が こ れ に あ て は ま る。

こ の 行動 が 多 く見 ら れ た 時点 で は，ネガ テ ィ ブ な 感情

や不 安 の 表 出が 見 られ な い こ とが報告さ れ て い る （CQ・

plan　et　al．、1994 ； Rubin 、1982 ）。 そ の こ と か ら も ， 非社会

的 で はある が ，感情 的 に は良 く統制 さ れた好 まし い 遊

び の 形態 で あ る と考 えられ る傾 向 に あ る。しか し，小

学校 4 ， 5 年生 に な っ て か ら ， 内在化 し た 問題 （白己 価

値 の 低 さ，孤 独感．抑 うつ ） との 関連 を示 す よ う に な る こ と

も報告さ れ て い る （Rubin ，　Hymel ，＆ Mills ，1989 ）。

　 ひ と り動 的 行 動 は，ひ と り機 能 的遊 び 〔sulitary ・

functional　play ） と ひ と り劇遊 び （solitury −dramatic　play ）

か ら な る。繰 り返 し の 感覚運動 や 1 人 で の 見立 て 遊 び

な ど が これ に あ て は ま る 。 衝動的で感情統制が 困難で
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あ る こ と （Coplan ，　 Gavinski・Molina ，　 Lagace ・S∈guin ．＆

Wichmann ，2〔｝Ol），外 在化 し た 問題行 動 （特 に 攻 撃 ）や 仲 間

はずれ と関連が あ る こ と （Cop ］an 　et　al．，1994；Rubin，1982）

が 指摘 さ れ て い る。つ ま り，衝動 的 で 感情 が う ま く統

制 で き な い と い う目 立 っ た マ イ ナ ス の 特徴 を 持 ち

（Rubin，1982 ）， 仲間か ら の 拒否 を導 く よ う な ひ と り動

的行動 を 起 こ す と考え ら れ て い る 。

　以上 の よ うに ， 非社会的遊 び の 研 究は． 1 人 で い る

子 ど もの 行動 を よ り詳細 に 捉える こ と で，彼 らが い か

な る 特徴 を持 ち ，そ の 行動 が ど の よ うな認知 的，社 会

的意味 を持 つ の か に つ い て ，多 くの 知見 を もた らして

きた。よ っ て ，集 団 内 で 1人 で 過 ご す こ と の 多 い 子 ど

も に つ い て 考え る と き ， 非社会 的遊 び の 観点 か ら子 ど

もの 行動 を捉え る こ と は有効 で あ る と考え る 。 し か し ，

そ の
一

方 で ，研究間 で
一

貫 し な い 結果 や ， 十分 に 検討

され て い な い 点 も存在す る。そ の 中か ら本研 究 で は ，

以下 の 2 点を 問題 と し て挙 げ る 。

　 第 ユ に ，調 査 を行 う時 期 に 関 す る 問 題 で あ る 。

Fabes，　 Hanish，　Martin，＆ Eisenberg（2002）は，ネ

ガ テ ィ ブ な 感情 気 質 を 持 つ 子 ど も は． 3 ヶ 月間 に 渡 っ

て 1人 で い る時間が増加 し た こ と を報告 して い る 。 確

か に ， 幼児期 は発達的変化 も大 き く， 入園時か ら 1人

で い る こ と が 多 か っ た 子 ど も も い れ ば ， 途 中か ら 孤 立

し て い く子 ど もや ， 入 園当初 の み孤立 し て い た 子 ど も

も い る で あ ろ う。 し か し，非社会的遊 び に関す る研究

に お い て ，非社 会 的遊 び の 観察 を 縦 断的 に 行 っ た 研究

は わず か で あ り （Rubin　 et　 aL ，1989 ； Spinrad、　Eisenberg、

Harris，　 Hanish，　 Fabes，　 Kupanoff ，　 Ringwald ，＆ 　Ilolmes、

2c）04）， そ の 中で も， 約半年 と い う短 い 間隔で 観察 を

行 っ た の は ， Spinrad　et　al．（2004）で あ っ た 。 こ の 研究

で は ，Time ／ （秋 学 期 ） か ら Time 　2 （春学 期 〉 で 非社会

的遊 び の 増加 が見 られた。また ，
Time 　1 で 見 られ た沈

黙行動 と不安 との 関連 が Time 　2 で は有意 で な い な ど，

時期 に よ っ て 非社会 的遊び と そ の 他 の 変数 と の 関連が

異 な る こ と が 示 さ れた。確か に ，実際 の 幼稚 園生活 を

考 え て み て も，誰 に と っ て も新 し い 環境 と，仲 間関係

が 形成 さ れ た後 の 環境 で は ，
1 人 で い る こ と の 意味 が

異な る可能性が考え ら れ る 。 よ っ て ， 本研 究で は ， 2

年保育 の 幼稚園 の 年少児 を対象 と し ， 入 園直後 （5 月
一6

月 ）と その 約半年後 （lO 月一11 月 ）の 2 回 ， 非社会的遊 び

の 観察 を行 う こ と に す る。時期 に つ い て は，安定 し た

友 だ ち 関係 は， 6 月 か ら 7 月 中旬 に か けて 形成 さ れ，

親友関係 は，少 な く と も 10 月 まで 関係 が持 続す るとい

う謝 （1999 ＞の 知 見 を参考 に ， 安 定 した友 だ ち 関係 が 形

成さ れ る前 と後の 時期 を設定 し た 。

　 第 2 に ， 非社会 的遊 び と社会的適応 の 関連 に お け る

性 差 に つ い て で あ る。Coplan　et　a1．（2001） は，非社会

的遊 び と社 会的適応 （行動 問題 社 会 的 コ ン ビ テ ン ス．学 力）

との 関連 を検討 し，ひ と り静 的行動 とひ と り 動的行動

に お い て性差 の存在す る こ と を明 ら か に し た 。 ひ と り

静的行動の 多 い 子 ど も の う ち，男児 は 社会的 コ ン ピ テ

ン ス と学力が そ れ ぞ れ 低 く，女 児 は 学力 が 高 い こ と が

示 され た 。 また，ひ と り動的 行動 の 見 られた 女児 は ，

それ が 全 く見 られな か っ た女 児 と比 べ て 外在 化 した問

題 行 動 が 多 か っ た が ，男 児 で は 有 意 な差 が 見 ら れ な

か っ た。こ の 結 果 に 関 し， Coplanら は ， 女児 は社 会的

関心 の 低 さ ゆえ，男 児 は内気 さゆえ に ひ とり静的行 動

を多 く見せ る 可能性が あ る こ と ， 男 児 の ひ と り静的行

動 ， 女 児 の ひ と り動 的行動 は ， 教師か ら よ り不 適応的

な評価を 受 け る可能性が あ る こ と な ど を 示 唆 し て い る 。

そ の 後 の 研究 も含 め，こ れ らの 性 差 を十分 に 説 明す る

一
貫 した知見 は存在 して い な い も の の ， 行動 あ る い は

行動 に 対 す る 周囲 の 評 価 の 背景 に は，男女 で 異 な る 心

理 メ カ ニ ズ ム の 存在 す る可能性 が 考 え られ る。また ，

乳幼 児期 に お い て，子 ど も は 男女別 に 遊 ぶ よ うに な る

こ と
，

そ れ ぞ れ 異な る遊 び の 様式 を持 っ て い る こ とが

報告 さ れ て き て い る （Golombok ＆ Fivush、1994）。こ の こ

と か ら，非社会 的遊 び の 出 現 率 に お い て も性 差 の 見 ら

れ る可能性が 考え られ る 。

　本研究 で は，上記の 2 点の 課題 を踏 ま え， 1人 で遊

ぶ こ と が 多 い 子 ど も の 遊 び の 形態 （非 社 会的 遊 び〉に 注 目

し， 2 時点間 の それ ら の 変化 を男 女別 に 明 らか に す る

こ と を第 1 の 目的 と す る。

　 さ ら に
， 第 2 の 目的 と し て ， 非社会的遊び と子 ど も

の 社会的ス キ ル
， 問題行動 と の関連 を検討す る 。 社会

的 ス キ ル が 孤立 児 に お い て 不足 し て い る こ と は こ れ ま

で に も指摘 され て い るが （佐藤 ・佐藤 ・高山，1993）， 非社

会的遊び の 分類 に お い て ， それ との 関連 を検討 した研

究は 見 あ た ら な い
。 社会 的 ス キ ル の 定義は， こ れ ま で

様 々 な 研 究者 に よ っ て な さ れ て お り，例 え ば 「対人 関

係 を円滑 に は こ ぶ た め に 役立 つ 技能 」 で あ り，具体 的

な行動 で あ る と さ れ る 備 池 1988）
。 ま た そ の 行 動 は ，

学習 され る もの で あ る こ と が前提 に あ る （庄司，1991＞。

こ れ ま で の 非社会 的遊 び研究で は，気質 や 社会的適応

と の 関連が 主 に検討さ れ て き た が ， こ れ ら は直接的 な

介入 に よ っ て 変容 さ せ る こ と を前提 と し て い な い と考

え ら れ る。学習 さ れ る こ と が 前提 に あ る社会 的 ス キ ル

と非社 会的遊 び との 間 に 関連 が あ る こ と を示 す こ と が

で きれ ば ， 孤 立 しが ちな子 ど もの 集団 との 関わ り を増

や し た い 際 ， 彼 ら に 不足 し て い る社会的 ス キ ル を学習
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させ る こ と で
一

つ の 介 入 が可能 に な る と考 え る。もち

ろ ん ， 非社会 的遊 びが社会 的不 適応 を示 す指標で あ る

か を 考 え る 上 で ， 問題行 動 と の 関連 を検 討 す る こ と は

不可 欠で あ ろ う 。 しか し，非社 会的遊び の 多い 子 ど も

の 中 に は ， 目立 っ た 問題 行動 は な くと も社会 的 ス キ ル

は低 い 子 ど も の い る こ とが 考 え ら れ ， そ の こ と は ， 仲

間関係 の 形成 の し に く さ や そ の 後 の 適応 に 影 響す る と

予想 さ れ る。し た が っ て
， 問題行 動 だ け で な く社会 的

ス キ ル と の関連 を検討す る こ と に よ り ， 非社会的遊 び

の 研 究が ， 様々 な 子 ど も の 社会的適応 を 予 測 す る 上 で

意義の あ る も の に な る こ と が 期 待 さ れ る 。 な お ， 社会

的 ス キ ル ，問題 行動 に つ い て は，入 園直後 と その 約半

年後 の 2 回 に 加 え，入 園 か ら約 2 年後 の 卒 園直前 （2 月

下旬 に も調査 を行 う。それ に よ り ， 非社会 的遊 び を多

く見 せ る 子 どもが ， そ の 時 どの よ うな社会 的 ス キ ル が

不足 し て い るか ， と い う こ と だ け で な く， そ の 後の社

会的 ス キ ル の獲得や 問題 行動 の 発現 とい か な る関連が

あ る の か に つ い て 明 らか に で き る と考 え る。

　 よ っ て 本研究で は ， 幼稚園の 年少児を対象と し ， は

じ め に ，彼 ら の 非社会的遊 び が 入 園 し て か ら約半年で

ど の よ うに 変 化す る の か に つ い て 男女別 に 検討 す る 。

次 に ，入園直後 とそ の 半年後 の 非社会 的遊 び と，同時

期 お よ び卒 園直 前 の 社 会的 ス キ ル ・問題 行動 と の 間 の

関連に つ い て検討す る 。

方 法

調 査対象

　茨城 県内 の 2 つ の 公立 幼稚 園に在籍 す る年少児 （4 歳

児 ク ラ ス ） 85名 （男 児 50 名、女児 35 名 ； 観察 開始 時
’
陶 月齢

55．94ヶ 月、　SD3 ．98ヶ 月）と ク ラ ス の 担任教 師 6 名
且

。両幼稚

園 は ，い ず れ も 2 年保育 を実施 し て お り， 4 歳児 （年 少

児 ）ク ラ ス が 2 ク ラ ス ， 5 歳児 （年 長 児）ク ラ ス が 2 ク ラ

ス で構成さ れ て い た 。 調査 開始 時 に 本研究で対象 と し

た の は ， 4 歳児 ク ラ ス の 合計 4 ク ラ ス で あ っ た 。な お ，

調査 開始 当初 は 合計 95名 を対 象 と し て い た が ，転 園 7

名，休 園 ユ名 ，観 察時 間不足 1 名，担 任教 師 か らの 無

回答 1名を除 い て ， 上述の 85 名 を本研究全体の 調査対

象 と し た
2
。ま た ，い ずれ の幼稚園も，年長児と年少児

1
　 Time 　1，　 Time 　2 の 調 査 で 同 答 を 依頼 し た の は，各 ク ラ ス の

　担 任教 師 4 名 で あ っ た が ，Tirne　3 の 調 査 に お い て は ，学 年 が 変

　 わ り担 任 の 変 更 が あっ た た め，新 た に 2名 の 担 任 に 協力 を依 頼

　 す る こ とに な っ た。よ っ て，Time 　l〜Time 　3 ま で
一

貫 して 回

　答 し た 教 師 は 2 名で あ っ た。
Z

　 発達 障 害 な ど の診 断 を 受 け て い る子 ど も は，教 師 か ら の聞 き

取 りに よ っ て 最初 に対象か ら 除外 し た 。

は
一

緒 に 遊 べ る 環境 に あ っ た 。

調査 時期

　遊び 行動 の 観 察 は ， 2004年 5 月中旬
一 6 月 中旬 似 F，

Time 　1 と記 す 〉，2004年 10 月 中旬
一11 月 中旬 似 下，　Tinne

2 と記 す ） の そ れ ぞ れ 約 1 ヶ 月間実 施 し た 。実際観察 を

行 っ た 凵数 は ， Time 　1 が ユ9 日 ， Time 　2　bs　18 日 で あ っ

た 。 教師 に 対す る質問紙調 査 は ，2004 年 6 月下旬似 下，

Time 　1 と記 す ）
，
2（）04 年 11 月 中旬 （以 下 ，　Time 　2 と記 す ）

，

2006 年 2 月下旬 似 下、Time 　3 と記 す） の 3 回実施 し た 。

調査 内容 と実施手続 き

1 ．子 どもの遊 び行動

　 自由遊び 場 面 の 子 ど もの 行 動 を ビ デ オ カ メ ラ で 撮影

し，遊 び 観 察尺度 （Play　Observati・ n　Sca匸e ：POS ） （Rubin、

1989） を筆 者が改作 した もの を用 い て 評 定 した 。

　遊 び観察尺度の 構成　本研究で は ， そ の 目的か ら ，

既 存の POS に修正 を施 した 。 具体的 に は，機能的遊び

か ら，一輪車 に 乗る練習，竹馬 で歩 く練習 な ど今 まで

で きな か っ た こ と が で き る よ う に な る こ と を目的 と し

た 行動を 除外 し た 。 こ れ ら の 活動は ， 必 ずし も仲間 と

一
緒 に 取 り組む 必 要は な く，子 ど もに よ っ て は 1 人 で

取 り組 む こ と を 好 む 場 合 もあ る だ ろ う。仲 間 と の 関係

性 な どに か か わ らず，自 ら積極 的 に 選 択 す る ひ と り遊

び の 形態 で あ る と考 え ， 本研 究 で は ひ と り機能 的遊 び

か ら除外 し た 。

　沈黙行動，ひ と り静的行動，ひ と り動的行動 の定義

は 次 の 通 りで ある。「沈黙行動 」は ， 他の 子 ど もの 遊 び

を見 て い る だ け の 行動 （傍観 者 的行 動 ）と ， 遊 ん で い る と

は い えず ， 何 か を ぽ う っ と見 て い る よ うな行動 （何 も し

て い ない 行 動 を指す 。 「ひ と り静的行動 」は，何 か を構

成 した り，作 り出した りす る目的 の た め に ，物 体 を操

作 す る 行動 （ひ と り構 成的遊 び ） と，あ る 特定 の 物 質 的 な

特性 に つ い て の 情報 を得 る た め に ， 物体に焦点を 当て

て 調べ る 行 動 （ひ と り探索 的遊 び）を指す 。「ひ と り動的行

動 」 と は，単 に 自分 が 生 み 出す 肉体 の 感覚 を楽 し む た

め に 行 われ，単純 で 繰 り返 しの あ る運 動 （ひ と り機 能 的遊

び）と，誰 か 他 の 人物 の 役割 を担 っ た り，マ ネ ご っ こ を

した り， 動か な い もの に命 を与 え た りす る遊び （ひ と り

劇遊 び） を指す。

　調査手続 き　実際 の 観 察 を始 め る 前 に ， 子 ど もを観

察者 に慣 れ させ る こ と， 観察者が子 ど もの名前 と顔を

一
致 させ る こ と を目的 と して ， 対象 と な る 子 ど も の 写

真 を
一

人
一

人 デ ジ タ ル カ メ ラ で 撮影 した。観察 は，午

前 の 自由遊 び の 時間 （1〜2時 間 ） に 行 っ た。遊 び の 場

は，雨天時 は 屋 内 に 限 られ た が ，そ れ 以 外 の 日 は ， 屋

内， 屋外の 好 きな場所で 遊 ぶ こ とが 可能 で あ っ た 。 そ
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れ そ れ の 子 ど も は 1 日 に 5 分間ず つ
， 異 な る 3 日 間 に

分 け て 合計 15分間 記録 された。そ の 日 に 観察 す る子 ど

もは ， ラ ン ダム に 選 出 した 。 1 回 の ビ デオ の撮影 は ，

筆者 と 1 名の 協力者 （全観 察 で 合 計 8 名 の 協力者 ） に よ っ

て ， 最大 で 2 台 の デ ジ タ ル ビ デ オ カ メ ラ を使 用 し て行

わ れ た 。 撮 影 に お い て は，本人 に 自分 が 撮 影 さ れ て い

る と気づ か れ な い 程 度 に 距離 を お くこ と に 留意 し た 。

　得点の 算 出　撮影 さ れ た ビ デ オ は ， 1  秒 を 1 イ ン

タ
ーバ ル と す る タ イ ム ・サ ン プ リ ン グ法 に よ り ， 改作

された遊 び観察尺度 （PoS ）を用 い て 評 定 された。10秒

間 （1 イ ン ターバ ル ）に 見 られた代表 的 な行動 に つ い て ，

そ の 行動が 属す る カ テ ゴ リーを 1 つ 選 び ，
こ れ を 1得

点 と した 。 5 分間 の デー
タ の う ち ， 最初の 30 秒間は ，

子 どもの そ の 時 の 状 況 を把握 す るた め に 利用 し，デ
ー

タ と し て は 用 い な か っ た 。
よ っ て

，
1 人 に つ き 合計 13

分 30 秒 （81イ ン ターバ ル ） を符号化 し， カ テ ゴ リ
ー

ごと

に 合計得点 を 算出 し た 。 そ の 後，合計 得点を 81 で 割 る

こ とで ，観 察時間 中 に ど の くら い の 割 合 で そ の 行動 が

見 られた の か に つ い て 出現率 を算 出 した。よっ て ， こ

の 出現率は ， O．OO− 1．OO の 範囲で 表 さ れ る 。

　行動評定の信頼性　本研究の行動 の評定は す べ て筆

者 1 人 で 行 っ た 。 そ の 信頼性 を検討す る た め に ， 全体

の 約 12．00％ の イ ン タ
ーバ ル に つ い て 4 人 の 協力者 に

評 定 を求 め た 。 筆者の 評定 と の
一致度 を コ

ー
エ ン の

カ ッ パ ー係数 に よ り算出 し た 結果 ，x ＝ ．65 で あ っ た 。

こ の こ と か ら，本研 究 の 行動 尺度 に は 信頼性 の あ る こ

と が確認 され た。

2 ．子 ど もの 社会的 ス キ ル ・問題 行動

　子 ど も の 社会的 ス キ ル に つ い て 幼稚園教師に対 し質

問紙調査 を 実施 し た 。 尺度は 金山 ・磯部 ・佐藤 ・佐藤

伽 02）に よ っ て 作成 さ れ た 幼 児用社会 的 ス キ ル 尺度 を

使用した 。 こ れ は ， 社会 的 ス キ ル を測 定す る 16項 目 ，

問題行動 を 測定す る 11 項 目か ら な る 。 社会的 ス キ ル 尺

度 は，「主張 ス キル （例 ；友 だ ち をい ろ い ろ な活 動 に 誘 う）」

を測定す る 8 項 目 ， 「協 調 ス キ ル （例 ；園で の 活動 を き ち ん

と行 う）」を 測 定 す る 5 項 目，「自己 統制 ス キ ル （例 ：仲 間

か ら い や な こ と を 言わ れ て も、適切 に対応 す る）」を測定 す る 3

項 目の 合わせ て 3 つ の 下位尺度か ら構成 され る 。

一
方 ，

問題行動尺度 は ， 厂不 注意 ・多動 （例 ：不注 意 で ある ）」 を

測定す る 4項 目 ， 「攻撃 （例 ：人 や 物 に 攻 撃的 で あ る）」を測

定す る 4 項 目 ， 「引 っ 込 み 思 案 〔例 ： 他 の 子 ど もた ち と
一

緒

に い る と き 不安 そ う で あ る ）」を 測定す る 3項 目 の 合わ せ て

3 つ の 下位尺度か ら構成 さ れ る 。 過去 1 ヶ 月 の 子 ど も

た ち の 行動 に つ い て 思 い 出し，各項 目に 示 さ れ て い る

行動 が ど の 程度 見 られた か に つ い て，「ま っ た くみ られ

な か っ た」（1点）一「非常 に よ くみ られ た」 （5 点〕まで の

5段 階評定 で 回答 を求 め た。

　担任教師に は 自由な時間に 回答 し て も らい
， 1− 2 週

間後 に 回収 し た 。

結果 と考察

非社会的遊び の 変化

1 ．記述統計量

　 Time 　1 と Time 　2 に お け る沈黙行動 ，ひ と り静 的行

動 ， ひ と り動 的行動 の 出現率の 平 均 ， 標準偏差 ， 範囲

を Table　1 に 示 す 。 ま た ， 男女 の 平均 の 差 ，
　 Time 　1 と

Time 　2 の 平均 の 差 〔対 応 あ り ）を見 る た め に そ れ ぞ れ t

検定 を行 っ た 。

　沈黙行動　友だ ち が遊 ん で い る の を傍で じ っ と見て

い る行動 （傍 観者 的行 動 ，何 を す る の で も な くう ろ う ろ

歩 き回 っ て い る 行動 （何 も し て い な い 行動 が ， こ こ に 分

類 され た 。Time 　l，
　 Time 　2 と も に 男女間 に 平均 の 差

は 見 られ な か っ た 。また ，全体 に お い て ，Time 　1 の 平

均 は T ｛me 　2の そ れ に 比 べ て 有意 に 高か っ た （t（gu）＝

2．18，♪＜ ．05）o

　 ひ と り静的行動 　 1人 で ブ ロ ッ ク を 組 み 立 て た り，

粘土 や折 り紙 で 何 か を製作 した り（ひ と 購 成的行動 ），
1

人 で 虫 や ウ サ ギ を観 察 し た りす る 行 動 （ひ と り探 索 的行

動 ）が こ こ に分類さ れ た 。 Time 　1，
　 Time 　2 と も に男女

間 に 平 均 の 差 は見 ら れ な か っ た。ま た，Time 　1 と

Table　1　非社会的遊び の 出現 率の 平均 （M ）， 標準偏差 （SD ）， お よ び範囲

全体 ＠ −85） 男 児 （n ＝50） 女児 （n＝35）

Time 　 躍 　 SD 　 　 範 囲 fl’f　 SD 　 　 範囲 nf　 SD 　 　 範 囲

沈 黙 行 動

ひ と り静 的行 動

ひ と り動 的行 動

1　　　　，19　　，13　　、〔〕1　−．65
2　　　　．16　　　．08　　． e　　．43
1　　　　．09　　　，11　　．00　

−．63
2　　　　、11　　．12　　．00　−．51
1　　　　．08　　　． 9　　．00　−．51
2　　　　．07　　　．09　　．00　　，43

．2〔〕　　 ．13　　．01　−．59
、17　　　．09　　．05　−．43
、09　　　．12　　，00　

−．63
、11　　．11　 、00　．．47
，1】　　 ．IO　　．00　

−、51
．1〔〕　　．1〔｝　 ．00 −．43

．19　　　．14　　．01　　，65
．16　　．  8　　．00　

−．32
．08　　　．11　　 ．00　　，36
．ll　　 ．13　　．00　−．51
，05　　　．06　　．00　−，21
．04　　．06　　．00　−．25

Note．　 Time 　l は 5 − 6 月，　 Time 　2 は 10− 11 月 の 観 察時期 を示 す。
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Time 　2 の 平均 に 有意 な 差 は 見 ら れ な か っ た 。

　ひ とり動的行動　 1 人 で 滑 り台 をす べ る ， 人 工 の 山

に 登 る ， 三 輪車 に乗 る，バ ケ ツ に水 を くむ行動似 上．ひ

と り機 能 的行 動 ，正 義 の ヒ ー− p 一
に な っ た ふ りを し て 1

人 で 声 をあ げ て 走 り回 る 行 動 （ひ と り劇遊 び）な どが こ こ

に 分 類 され た 。Time 　1，　 Time 　2 と もに ，男児 の 平 均

は 女 児 の そ れ に 比 べ て 有意 に 高か っ た （順 に ，t（79．68〕＝

3．26，p 〈 ．Ol ； t（78．94）＝3．13，　p 〈 ，Ol）。 ま た ，
　 Time 　 1 と

Time 　2 の 平均 の 問 に 有意な 差 は 見 られ な か っ た 。

2 ．非社会 的遊び間 の 関連

　 Time 　 1 と Time 　2 の それ ぞれ に お け る 3 つ の 非社

会 的遊 び問の 関連 ， お よ び Time 　1 と Time 　2 の 間で

の 3 つ の 非社会的遊び の 関連 を見 る た め に ，男女別 に

相 関係数 を算 出 した D そ の 結果， い ずれ に お い て も有

意 な関連 は見 られ な か っ た 。

3 ．考察

　以 ヒの 結 果 よ り，非 社会 的遊び の 出現率 の 男女差 ，

Time 　 1 か ら Time 　 2 へ の 非 社会 的遊 び の 出現 率 の 変

化，非社会 的遊び問 の 関連 に つ い て 明 ら か に な っ た。

　第 1 に ， 男児 は 女 児 と比 べ て ひ と り動的行動を よ り

多 く見せ る傾向に あ る こ と が 示 さ れ た 。 実際 ， 男児 に

身体的遊び が 多 く見 ら れ る こ と は，こ れ ま で 複数 の 研

究者 に よ っ て 報 告 され て い る （例 え ば．G 。1‘皿 b ・ k ＆

Fivush、1994 ；†目良，2〔）05）o

　第 2 に ， t検 定 の 結果 よ り ， 全体 の 傾 向 と し て ， 沈 黙

行動 は Time 　 1か ら Time 　 2 に か け て 減少 す る こ と が

明 ら か に な っ た 。 す な わ ち ，沈黙行 動は，入 園当初 の

ま だ 慣 れ な い 環境 で 多 く見 ら れ る 行 動 で あ る と言 え る

で あ ろ う。しか しそ の
一

方 で ，ひ と り静的 行動 とひ と

り動 的行動 は 半年間 で 有意 な滅 少 は 見 ら れ な か っ た 。

こ れ ら の結果は ， 沈黙行動 と ひ と り静的行動に半年間

で増加が 見 ら れ た Spinrad　et　aL （2004） の 知見 と は 異

な る が ，彼 らの 研 究 で は 対 象児 の 年齢 も 34− 76 ヶ 月 と

幅 が 大 き く， 本研究 の よ う に 学年 と時期 を絞 っ た研 究

で は な い た め ， 単純 に 比較 は で きな い と考 え る。

　第 3 に ， Tilne　l，
　 Time 　2 の い ずれ に お い て も ， 3

つ の 非社会的遊び，す なわ ち沈黙行動 ， ひ と り静的行

動 ，ひ と り動的行動 の 問 に 有意 な関連 は 見 ら れ な か っ

た 。 これ は ， Coplan　et　aL （1994） な ど と
一

致 した結果

で あ り，非社会的遊びが多 い 子 ど もで あ っ て も，各個

人 に よ っ て そ の 行動 の 形態 に 異 な る傾 向が あ る こ と を

示 す結果 で あ る と言 えよ う。また，Time 　l と Time 　2

の 行 動 の 間に も有意 な関連 が見 られ な か っ た こ とか ら ，

非社会的遊び ， 特に Time 問で 平均差が 見 ら れ な か っ

た ひ と り静的行動 と ひ と り動的行動 に お い て は，入 園

し て か ら 半年間 に そ の 行 動 が 減少 し た 者 も い れ ば増加

し た者 もい る こ と が 考 え ら れ る 。

　以上 の よ う に， 3 つ の 非社会的遊び が そ れ ぞ れ 異 な

る 現 れ 方，変化 の 仕方 を し た こ と は，集 団場 面 に お い

て 1 人 で 遊 ん で い る 際 の 行 動が ，

一
元的 に で はな く，

そ の 行動 ， 感情 ， 動 機な どの 内容 に よ っ て 区別 して 捉

え られ る べ き で あ る とす る ，
こ れ ま で の 主張を支持す

る結果 で あ る と言 える 。 さ ら に ， 出現率 に は男女差 の

あ る こ と も示 さ れ た 。ま た ，非社会的遊び の 出現率 の

変 化 に っ い て ， 入 園して か ら半年間の 特徴が明 らか に

な っ た 。 こ れ らの 知 見は ， 観察 の 時期 ， 性差 に注 目す

る こ と で 得 ら れ た 新 た な 知 見 で あ る と 考 え る 。

非社会的遊びと社会 的 ス キ ル ・問題行動 との 関連

1 ．社会 的 ス キ ル ・問題行動 尺度 の 検 討

　社会的 ス キ ル ・問題行動下位尺度の 平均 ， 標準偏差

を Table　2 に 示 す。

　信頼性 の 検討　社 会的 ス キ ル ・問題 行動 の 下 位 尺度

の α 係数 は，Time 　 l，　 Time 　 2
，
　 Time 　 3 の それ ぞれ

に お い て ， 主 張 ス キ ル が ．91， ．93， ．84， 協 調 ス キ ル

が ．77， ．95， ．89， 不 注 意 ・多 動 が ．9L ．9．・4， ．89， 攻 撃

が ．78， ．86．．75， 引 っ 込 み 思 案 が ，72， ．76，．69 で あ っ

た 。 自己 統制 ス キ ル は ，Time 　 l の 「10．批 判 さ れ て

も，気分 を害 さな い で 気持 ち よ くそれ を受 け る」 とい

う項 目が ， 他 の 2項 目と負 の 相関 を示 した 。 さ らに こ

の 項 目 に 関し て ， 1 名の 教師か ら 「批判 さ れ た の に ，

そ れ を 気持 ち よ く受 け る 子 ど も は い な い の で は な い

か 」 と い う理 由 で 回答 が 困難 だ っ た と い う指摘 を受 け

た 。よ っ て 自 己統制 ス キ ル 下 位尺度 は
， 分析 か ら除外

した。

　男女差 の 検討 　社会的 ス キ ル ・問題行 動下位尺 度 に

お け る男女の 平均 の 差 を 見 る た め に ， t検定を行 っ た。

そ の 結果，社会的 ス キ ル で は男女 の 有意な差 は見 られ

な か っ た。問題 行動 で は
， 引 っ 込 み 思 案が ，

Time 　 1，

Time 　3 に お い て ， 男児 の 平均 よ り 女児 の そ れ の 方 が有

意 に 高か っ た （順 に ，t（83）＝ 3．68，　p く ．Ol ： t（50．84）＝2．34、

カく ，  5）。

　 また，クラ ス 間 の 平均の 差 を検 討 した と こ ろ，Time

l の 引 っ 込 み 思案 以外 す べ て の 下 位 尺 度 に お い て ， 有

意な差が 見られ た 。 よ っ て本研究で は ， 各得点 を ク ラ

ス 内で標準化 し た 上 で 使用す る こ と と し た。

2 ．Time　1 の 非社会 的遊び と社会的 ス キ ル ・問題 行動

　 と の 関連

　 Time 　l の 非社会的遊 び と Time 　l〜 Time 　3 の社会

的 ス キ ル ・問題行動 と の 関連 を見 る た め ， 男女 別 に 相

関係数を算出し た （
’
rable　3）o な お ，非社会的遊び の 得
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Table　2　社会 的ス キ ル ・問題行動の 平均（・Vf）と標準偏差（SD ）

全 体 （n −85）　 男 児 （n −50）　 女 児 （rz− 35）

Time 　 　iV 　 　 SD ．幄　　 SD ∠tf　　 SD

社 会 的 ス キ ル

　 主 張 ス キ ル

協調 ス キ ル

問題行 動

　不 注 意 ・多動

攻 撃

引 っ 込 み 思 案

1　 　 3．07
2　　 3．22
3　　 3．50
1　　 3．12
2　　 3．66
3　　 4．59

1　　 2．46
z　 　 2．19
3　 　 1．44
1　　 2．ユ5
2　　 2．10
3　　 1．55
1　　 1．73
2　　 1．57
3　　 1．18

0．790
．84

【〕．650
．821
．030
．55

921691266016776653l10000UOO

3．〔）8　 0 ，87　　　3．05　 ｛，．68
3．28　　0．91　　　 3．14　　  ．74
3．53 　0，75　　 3，47　0．50
3．1U　O、89 　　 3．］5　  ．72
3．53　 1，ll　　 3．85　0．88
4．51　 0．61　　　4，69　〔〕．44

2．6〔［　 1，1〔｝　　　2．28　　1．06
2．35　　1．21　　　 1．97　 0 ．95
1．52　 0．59　　　1．31　 〔L62

2．26　 0．77　　　1．99　   ．73
2．22　 0 ．83　　　1．94　　0 ．70
1，53　　〔｝．63　　　　1，59　　｛［．6〔，
1．53　　0．49　　　　2．00　　0．69
1，55　0，57　　　1．61　 0 ．56
1．10　 0．26　　　1．30　 〔，．44

Note．　Time 　1 は年少 児 6 月下 旬，　 Time 　2 は 年少 児 11月 中旬，　 Time 　3
　 　 　は 年 艮児 2 月下旬 の 調 査 時期 を示 す。

Table　3　 Time 　1 の 非社会的遊び とTime 　1〜Time 　3 の 社会的 ス キ ル ・問題行動 と の 相関係数

男 髪巳（n ＝50） 女 児 （tt＝35）

Tirne　 沈 黙 行 動
ひ と り

静 的 行 動

ひ と り　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ひ と り　　 ひ と り
　 　 　 　 　 沈 黙 行動
動 的 行 動　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 静 的 行 動 　 動 的 行 動

社 会 的ス キ ル

　 主 張 ス キ ル

協調 ス キ ル

問 題 行 動

　 不注 意 ・多動

攻 撃

引 っ 込 み 思案

123

ー

ワ一
3

123123123

一．28率

一．31t
−．17
−．17
−．17
−．19

．09
．04
−．08
．OO
−．0ユ

ー．08
．04
．1｛〕
．11

、06
．09
．06
．OO
．17
．14

一．05
−，14
−．06
−．07
一
ユ 0
−．18
−．12
−．12
−．Ol

、26
−．34 卓

一．32＊

一．Ll
−．24
−．27

．〔｝4
．工8
．11）
一．02
，〔｝8
．21
．／｛｝

一．le
，18

一．46ホホ

、28
−．20
．09
、27
．32

一．33
−．34零

一．22
−，33
−，35ヰ

．28
．〔旧
．34 亦

一．14

、11
．｛｝3
，02
−．11
−．31
−．］9

．05
．28
．1｛〕
．02
．21
．13

−．01
−．3】

一．1・t

．12
−．03
−．13
−．20
−，18
−．17

，21
．16
．22
，lo
，（｝5

−．02
−．04
．10
．26

Note．　 ip

＜ ．05，
＊＊
P く ．Ol ．

　　　 Time 　l は 5 − 6月 ， 丁孟me 　2 は 10− 11月，　 Time 　3 は 年長 児 2 月 を 示 す。

点に は 分布に偏 りが見 られた ため ， 対 数変換 を施 して

使用 し た 似 下 の 分 析 に お い て も 同様 で あ る ）。
こ こ で は ，

Tiine　1 に お け る変数 ど う し の 関連 に つ い て の 結果 の

み を記 述 す る。男児 に お い て ，沈黙行動 は 主張 ス キ ル

と の間 に負の相関 （r ＝一．28，p 〈 ．05〕が見 られ た 。 女児に

お い て も，男児 と同様 ， 沈黙行動 と主 張ス キ ル と の 間

に 負 の 相関 （Tt
− 一．46，　p〈 ．oD が 見 ら れ た 。

3 ．Time　2の 非社会的遊び と社会的 ス キル ・問題行動

　 との 関連

　 Time 　2 の 非社会的遊び と Time 　2〜Time 　3 の 社会

的 ス キ ル ・問題行動 と の 関運 を見 る た め ， 男女 別 に相

関係数を算出 した （Table　4）。
こ こ で は ，

　 Time 　2 に お

け る変数 ど う し の 関連 に つ い て の 結果 の み を 記 述す る 。

男 児 に お い て ，沈黙行 動 は 主 張 ス キ ル と の 間 に 負 の 相
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Table　4　 Time 　2 の 非社会的遊びと Time　2，
　 Time　3 の 社会的 ス キ ル ・問題行 動 との 相関係数

男 児 （n＝50＞ 女 児 （n
＝　35）

　 　 　 　 　 　 　 　 ひ と りTime 　 沈黙行 動
　 　 　 　 　 　 　 　 静 的行 動

ひ と り　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ひ と P　　 ひ と り
　 　 　 　 　 沈 黙行 動
動 的行 勤　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 静 的行 動　 動 的行動

社 会的 ス キル

　 主張 ス キル

協 調 ス キル

問題 行動

　不 注意 ・多 動

攻撃

引 っ 込 み 思 案

？一
323

232323

一．34＊

　　　　一．16
．17　　　

−．3r
、15　　　

−．19
．OG　　　

−．e7

、 4　　　　 ．ユ1
．．03　　　　−．12
−，15　　　　 ．ll
−．20　　　　 ．15
．｛｝8　　　 　 ．22
．  2　　　　 ．08

一．19
−．10
．16
．01

一．01
−．10
−．15
−．17
．12
．07

一，37＊　　　　　．27　　　　　
−．03

−，06　　　　
−．14　　　　　．19

．17　　　　　
−．36’　　　　

一．32
．01　　　　　

−．18　　　　　
−．32

一．21
−、16
−．25
、II
−．02
−．22

．35’

．26
、10
．15
．19
．16

．33
、4『

、32
．43 率‘

．03
、09

Note．’P ＜ ．05，
”P ＜ ．01．

　 　 　 Time 　2 は 10− 11 月．　 Time 　3 は 年長 児 2 月 を 示す 。

関 （r − 一、34，p ＜ ．e5）が見 られた。女 児 に お い て は ， 沈黙

行動 は 主張 ス キ ル と の 間 に 負の 相関 （1
・＝．37，P 〈 ．05）

が ， ひ と り静的行動 は協調 ス キ ル と の 間 に 負の 相 関

レ ＝一、36，pく ．05）が ，不 注意・多動 と の 問 に 正 の 相 関 （｝
・L

、35，P 〈 ．05） が 見 られ た 。

4 ．Time　lの 非社会的遊 び か ら Time　2，
　 TLme　3 に お

　け る社会的 ス キ ル ・問題行動の 予測

　 Time 　lの 3 つ の 非社会的遊び を説明 変数，　 Time 　2，

Time 　3 の 社 会的 ス キ ル ・問題行 動 をそ れ ぞ れ 目的変 数

と す る 重 回帰 分析 （強制 投 入 法 ） を行 っ た （Table　5）
。 そ

の 結果 ， 男児 に お い て，沈黙行動か ら Time 　2 の 主張

ス キ ル に 負の パ ス （β＝ 一、31，p く ．05）が ，ひ と り動 的行 動

か ら Time 　2，
　 Time 　3 の 主張 ス キ ル に それ ぞ れ負 の パ

ス （順 に ，β＝．32，　p 〈 ．05 ；β
；一．32，p〈 、05り が 見 られ た。

女児に お い て は ，
い ずれ の非社会的遊 び か ら も有意 な

パ ス は 見 ら れ な か っ た 。

5 ．Time　2 の 非社会的遊び か ら Time 　3 に お け る 社会

　的 ス キ ル ・問題行動 の 予測

　 Time 　2 の 3 つ の 非社会 的遊 び を説明変 数，　 Time 　3

の 社会 的ス キ ル ・問題 行動 を そ れ ぞ れ 目的変数 と す る

Table　5　 Time 　l の 非社会的遊 び を説明 変数，　 Time 　2，　 Time 　3 の 社会的ス キ ル ・問題行動 を

　　　　目的変数 と し た 重 回 帰分析 の 結果

Time 　 1 の 非 社 会的遊 び （説明 変数 ）

男 児 （n −50） 女 児 ＠＝35）

目的変 数

　 　 　 　 　 　 　 　 ひ と ワ　 　 ひ と り
　 　 　沈 黙 行動
　 　 　 　 　 　 　 静 的行 動 　動 的行 動Time

調 整 済 み

　 R ：

　 　 　 　 　 ひ と り　 ひ と り　 調整 済 み
沈 黙行 動
　 　 　 　 静 的 行 動 　動 的 行 動 　　 le’

社．会 的 ス キ ル

　 主張 ス キ ル

協調 ス キ ル

問 題 行 動

　不注 意 ・多 動

攻撃

引 っ 込 み 思 案

2　　 −．31s
3　 　 　

−．16
2　 　 　 ．／2
3　　 　 ．14

232323 ，01
．10
−．03
−．13
．09
．10

一．16
−．11
．14
．08

一．12
−．07
−．10
−．ls
−．ll
．02

一．32零
一．32＊

一．21
、24

．17
．10
．07
、21
．12
．17

，17”

．08↑

．o・1
．02

一．01
．04
−．05
．03
、03
−．02

．29
−．22
．20
．28

一．28
−．19
−．32
−．27
、30
−．15

一．03
−．04
−．30
−．16

．25
．09
．16
．08
−．24
−，14

一．06
−．15
−．20
−．16

．17
．21
．04
−．03
．lo
．23

一．Ol
，03
．lot
．05

．lr
．Ol
．06
，00
，11t
．Ol

Note．数値 は 標 準偏 回帰 係 数。
　　　

tp
＜ 、10，　

’P ＜ ．05 ，　
＊ ＊p 〈 、01。

　 　 　 Tirne　1 は 5 − 6 月，　 Time 　2 は 10− 11月，　 Time 　3 は 年長 児 2 月 を 示 す。
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Table　6　Time 　2 の 非社会的遊 び を説明 変数 ，
　 Time 　3 の 社会的 ス キ ル

・問題行動を 目的変数 と し た

　　　　重 回帰 分析 の 結 果

Time 　2 の 非 社 会的遊 び （説 明変 数）

男 児 （n −50） 女 児 （n≡35）

目的変 数

　 　 　 　 　 　 　 　ひ と り　 　 ひ と り　 調 整済 み
　 　 　沈 黙行動
　 　 　 　 　 　 　 静的 行動 　 動的行 動 　 　 R2Time

沈 黙 行 動
ひ と り　 　 ひ と り　 調 整 済 み
．
静 的行 動　 動的 行 動 　 　 ftz

社 会 的 ス キ ル

　 主張 ス キ ル 　 　 　3

　協調 ス キ ル 　　　3

問題 行動

　不 注意 ・多動 　 　3

　攻 撃　 　 　 　 　 3

　 引 っ 込 み 思 案 　 3

一25
．01

一．06
−．24
．05

一．35 寧

一．  7

3Q
ゾ
∩
フ

ー

10

一．10
．Ol

、10
．ls
．07

．1V
−．08

．04
、05
． 5

9100

一．15
．10

−．20
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’Pく．  5，　
＊’P く ．01。

　 　 　 Time 　2 は 10− II 月の ，　 Time 　3 は 年長 児 2 月 の 調査 時期 を示 す。

　 　 Time 　l　　　　　　　　　　　　　　 Time　2

（入 園 当初 ：年 少 5〜6 月 ）　 （入 園 か ら半年 後 ： 年少 10〜11月）

　 　 　 　 Time　3

（卒園直前 ：年長 2 月 下旬 ）
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Figure　1　非社会的遊 び か らそ の 後の 主 張ス キ ル ・問題行動の 予測 （重回 帰分 析 ）

　 　 　 　 　 　 Note，数値 は標 準 偏 回 帰 係 数。調整 済 み RU は Table　6 を 参照。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 実線 は 男児 の ，破 線 は 女 児の 結 果 を 表 わ す。

重回帰分 析 （強 制投 入 法） を行 っ た （Table 　6）。 そ の 結果 ，

男児 に お い て
，

ひ と り静 的行動 か ら Time 　 3 の 主張 ス

キ ル に 負の パ ス （P・一一．35，p く ．05）が見 られた 。 女児に お

い て は，ひ と り動 的行動 か ら Time 　3 の 不注意 ・多動

と攻撃 に そ れ ぞ れ 正 の パ ス （順 に ，β＝．40，p 〈 、05 ；β＝．42，

P く ．05り が 見 られた。

　以 上 ，
4

， 5 の 重 回帰 分 析 の 結 果 を パ ス 図 と し て

ヨ・4 調 整 済み R2 は，10％ 水準 で 有意傾 向 で あ っ た が，標準 偏 回 帰

　 係 数 は他 の 有 意 な パ ス と同程 度 の 値 で あ っ たた め，本研 究 で は

　有意 なパ ス と し て 考察 す る 。

Figure　l に 示 す。

6 ．考察

　以 上 の結果 よ り，時期，性別 に よ る非社会的遊び と

社会 的 ス キ ル ・問 題行 動 と の 異 な る 関連 が 明 らか に

な っ た 。そ こ で ，入 園直 後 の 時期 とそ の半年後に非社

会的 遊 びを多 く見 せ る子 どもが ， 社会 的ス キ ル ・問題

行動 に お い て そ れ ぞ れ い か な る特徴を持 つ の か に つ い

て男女別に論 じ る 。

　男 児 に お い て ， 3 つ の 非社会 的遊 び は ，
い ず れ も 主

張 ス キ ル との み 有意な関連 を示 し た 。 中台 ・金山 ・前
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田 （2002）は，主張 ス キル の 高 い 子 どもは同性 の 仲 間 か

ら の 肯定 的指名 を受 け る こ と を 示 し て い る。ま た ， 吉

村 （2001）は ， 男児の ク ラ ス 内地位が 高 い 群で リーダー

シ ッ プが 高か っ た こ と を明 らか に して い る。い ずれ の

先行研究 の 知見 も 5 歳児 （年 艮児 ） に お い て 見 られ た 結

果 で あ り ， 4 歳児 を対象 に観察 し た 本研究の 結果 を十

分 に 支持す る と は 言え な い も の の ，男児 の 仲間関係 に

お い て ，主張 ス キ ル が大 きな役割 を果た し，それ を持

たな い 子 どもは，仲 間 に 入 れず孤立 す る 可能性 が あ る

と考え ら れ る 。

　男児 の 沈黙 行動に 関 し ， Time 　1 に お い て ， 沈黙行動

を多 く見せ た 子 ど も は 主張 ス キ ル が低か っ た 。Time 　2

の 沈 黙行動 に お い て も同様 の 傾 向 が 見 られた。た だ し，

Time 　 l の 沈黙行 動 は Time 　 2 の 主張 ス キ ル の 低 さを

予測 し た も の の ， Time 　3 で の 低 さ は 予測 し な か っ た 。

ま た ，Time 　2 の 沈 黙行動 も，　 Time 　3 で は い ずれ の ス

キ ル
・
問題行 動 へ も有 意 な パ ス が 見 ら れ な か っ た。沈

黙行 動 は ， 社会的接近 欲求 と 回 避欲 求 の 両方 が 高 い 子

ど も に 見 られ る行動 で あ る と い う報告 もあ る よ う に

（Coplan ，　Prukash ，　ONei1 ，＆ Armer ，2004 ）， 仲間 に 関心 が

あ る か ら こ そ，そ の 様 子 を見 て い るの で あ ろ う 。 沈 黙

行 動 に お い て 全体 的な出現 率 の 低下 が 見 ら れ た こ と か

ら も ， 少 な く と も入 園か ら半年の 間 に 見 ら れ る 場 合 は
，

長期 的 な社会的不適応 の 心配 をす る必 要 は な い の か も

しれ な い
。

　一．一方，男児 の ひ と り静 的行 動 に 関 し，Time 　2 に お い

て そ の 行動 が多 か っ た子 どもは，Time 　3 に お い て 主張

ス キ ル が 低 か っ た 。 こ の 結 果 の み か ら，仲 間関係 が 安

定 し た時期 〔Time 　Lt）に見 られ る男児の ひ と り静的行動

が ， た だ ち に 不適応的な指標で あ る と言 う こ と は で き

な い 。た だ し，幼児期 の ひ と り静的行 動 は ， 小 学 4， 5

年生 に な っ て か ら，内在化 した 問題 と の 関連 を示 す よ

う に な る と の 報告 （Rubin・et・aL 　1989．　） も存在す る。よ っ

て ， 彼 ら の 遊 び の 傾向 が そ の 後 も変 わ ら な い の で あ れ

ば ， 主張ス キ ル の 低 さ を き っ か け に ， 就学後 ， 仲 間関

係 に 困難 を 生 じ る可能性が推測 さ れ る 。 ま た ， 男児の

ひ とり動 的行 動 に 関し て も，Time 　l で そ の 行動を多 く

見 せ た子 どもは ， そ の 時 点 で は ス キ ル ・問題 行動 と も

に 有意 な 関連 が 見 ら れ な か っ た も の の ， そ の 後 の

Time 　 2，
　 Time 　 3 に お い て 主 張ス キ ル が 低 い 傾 向 に

あ っ た。 こ れ らの 結果 か ら，入園直後の ひ と り動的行

動 ， 仲間関係 が 安 定 し た 時期 の ひ と り静 的行 動 の 多 さ

が ， そ の後の 園生 活 に お け る 主張 ス キ ル の 低 さを予 測

す る 可能性 が 考 え ら れ る 。 ま た ， 先述 し た よ う に ， 主

張 ス キ ル が 男児 の 仲 間関係 に お い て 重要 で あ る と考 え

るな らば，その 後 の 仲間 関係 へ の 影響 も考 えられ よう。

　女児 で は ，
Time 　1 に お い て 沈黙行動 の 多 く見 ら れ る

子 ど もは ， 主張 ス キ ル の 低 い こ とが 示 さ れ た 。 Time 　2

で も同様 の 傾向が 見 られた。 しか し，い ずれ もそ の 後

の 主張 ス キ ル の 低 さ は 予測 し な か っ た 。
こ れ ら は ， 男

児の 沈黙行動に お い て 見 ら れ た 結果 と ほ ぼ 同様で あ る 。

よ っ て ，男児 と 同様 ， 沈黙行 動 の 多 さ は そ の 時点 で の

主張 ス キ ル の 低 さを示 すが ， 少 な くとも こ の 2 つ の 時

期 に お い て 見 られ る場 合 は，長期 的な社会 的不適応 を

心 配す る 必 要は な い の か も し れ な い
。

　
一

方 ， 女児の ひ と り静的行動に 関 し ， Time 　2 に お い

て そ の 行動 を多 く見 せ る 子 ど もは，協調 ス キ ル が 低 く

不 注意 ・多動 の 高 い こ とが 明 ら か に な っ た。す なわち，

入園 して 半 年 も経 つ と ， 仲 間 と協調 し て vaA’こ と の 難

し い 女 児 に お い て ， ひ と り静的行動 の 多 く見 られ る 可

能性 が 示唆 され た。 こ の 結果 は，女 児 に お い て ，周 囲

と 協調 し合 う 能力 を 持 つ こ と が ， 仲 間関係 を築 く上 で

重 要 な役割 を果た す こ と を 示 す も の で あ る と考 え る 。

実際 ， 集団内で の従順 さ や他者へ の配慮な ど に 関わ る

協調性 は ， 女 性 に 対 す る役割規 範 の 中核 を な す も の と

い われ て お り，幼 児期 に お い て も，女 児 は男 児 に 比 し

て 従順 な行動 を著 し く発達 させ る こ とが 確認 さ れ て い

る （伯 木，1997）
。 また ， 司馬 （1997）は ， 多動 な ど の 表立 っ

た問題行動 は 起 こ さ な い が ， 集中力が な い 不注意優勢

型 の 注意欠陥 ・多動性障害 （す な わ ら注意 欠 陥障 害 ：ADD ）

を ［の び 太 型」 と命 名 し て い る。の び 太型 の 子 ど もは，

他 の 子 を気 に せ ず絵 を描 い て 遊 ん で い た り， あれ も こ

れ も面 白 そ う と あ ち こ ち に 気 を 取 ら れ て 結局 何 も で き

ず ， ど れ も中途半端 に し か や ら な か っ た り ， 1人 で ぽ

っ ん と し て 他の 子 ど も と上手 く遊 べ な か っ た り す る子

ど もで あ る と い う 。 こ の 注意 欠 陥障害 は 女児 に 多 く見

ら れ る こ と が 報告 さ れ て い る 〔Munden ＆ Arcelus、1999市

川 ・佐 藤訳 2000）。本研 究で は，不注意 と 多動 を
一一

つ の 尺

度 で 測定 し て い る こ と ，
こ の 尺度で は 障害で あ る か ど

うか の 判 断は で き な い こ と ， そ の後の 問題行動 と の 関

連 は見 ら れ な か っ た こ と か ら ， 彼女 らが 果 た し て ど の

程度 こ の 概念 に あ て は まる か は分 か らな い 。 しか し，

協 調性 の 低 さ，絵 を描 い た り，周 りの 物体 を探 索 した

りす る ひ と り静的行動の行動特徴 と の
一

致 を考 え る と ，

静か に お と な し く遊ん で い る イ メ ージの あ る ひ と り静

的行動が，協調性 の 低さ，不 注意 ・多動 の 高 さ と の 間

に 関連 が見 ら れ た こ と は説明 が つ くだ ろ う。

　 また ，
Time 　2 に お い て ひ と り動 的行 動 が多 く見 ら れ

た 女 児は ， そ の 時点で は い ず れ の ス キ ル ・問題 行動 と

も関連が 見 ら れ な か っ た もの の ，卒 園直前 に は，不注
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意 ・多動 ， 攻撃 の 高い 傾 向が 見 ら れた 。 男児 で は
，
Time

1 の ひ と り動的行動 が そ の 後の 主張ス キ ル の 低 さ を予

測 し て い た が，女児 で は，よ り対人的 に ネ ガ テ ィ ブ な

意味 を持 つ で あ ろ う外在 化 し た 問題 行動 へ の 影響 を示

す結 果 と な っ た 。 女児の ひ と り動 的行動 は男児 よ り も

出現 率が 低 か っ た こ と か ら も，女児 に お い て そ の 行 動

は 日立 ちや す く， 仲 間 か ら拒 否 され る可能性 もあ る た

め （Rubin ．19．・92）， そ の 後 の 問題行動 の 多 さ に 影 響 し て い

る の で は な い だ ろ う か。本 研 究 で は，先行研 究 と 異 な

り ， 男女共に ， ひ と り動的行動が見 られ た時点で は社

会的ス キ ル
・問題行動 と の ネ ガ テ ィ ブ な 関連 は 見 られ

な か っ た 。し か し，そ の 後 の 社会 的 ス キ ル の 獲 得 や 問

題行 動 の 発現 を予測 した こ と を考慮す る と，保育者 が

子 ど も の ひ と り動 的行動 の 多 さ に 気 づ く こ と に よ っ て，

彼 らの行動や抱 え て い る問題に 早期 に対応で きる よ う

に な る こ とが期待 され る。

まとめ と今後の課題

　本研究 で は，幼稚園 の 年少児 に お い て ，彼 ら が 入 園

（Time 　1） し て か ら約半 年 （Time 　2） で の 非社 会 的遊 び

の 変化 ，ま た 入 園直後 と そ の 半年後 の 非社 会的遊 び と，

同時 期 お よ び卒園直前 （Time 　3） に お け る社会 的 ス キ

ル ・問題 行動 と の 関連 に つ い て ，男 女 ご と に 明 らか に

な っ た。

　沈黙行 動 に つ い て ， 全体 に お け る 頻度 は Time 　1 か

ら Time 　2 に か け て減少 し た 。
こ の 行動 は ， 男女共 に

主 張 ス キ ル の 低 さ と関連が 見 ら れ た 。 そ の
一

方 で ，
い

ず れ も 問題行動 との 関連は 見 ら れ ず ， 男児 に お い て 約

半年後 の 主張 ス キ ル の 低 さが予測 され ただ けで あ っ た。

よ っ て ， 自分 か ら積 極的 に仲問入 りが で きな い 子 ど も

に 見 ら れ る行動で あ る が ， 問題行動 と の関連 も な い の

で，長期 的 に は 心 配す る必 要 の な い 行動で あ る と考え

ら れ た 。

　 ひ と り 静的行動 は ， Time 　2 に お い て ， 女児 の 協調 ス

キ ル の 低 さ ， 不注意 ・多動 の 高さ と 関連が見 ら れ た 。

彼 ら は ， 仲間関係が 安定 し た 時期 ， 仲間 と協調 し て 同

じ遊 びをす る こ と が で きず， 1人 で お 絵か きや製作 ，

周 囲 の 探索 を し て 遊ん で い る こ とが 推察さ れ た 。 ま た ，

男児 で Time 　 2 に こ の 行動 を見 せ た 者 は ， 卒 園直前 に

主張 ス キ ル が 低 い 傾 向 に あ っ た。 1人 で お とな し く製

作 な ど に 没頭 し て い る 場合で あ っ て も，その ま ま に し

て お く と ， 十分 な 主 張 ス キ ル が 獲得 さ れ な い ま ま卒園

を 迎 え る 可能 性が 示 唆 さ れ た 。

　ひ と り動的行動 に つ い て ， 男児は Time 　1 の そ れ が ，

そ の 後 の 主張 ス キ ル の 低 さを予測 し，女児は Time 　2

の それ が
， 卒園直前時に お け る外在化 し た 問題行動 を

予測 し た 。 男女共 に ， 行動が 見 ら れ た 時点で は問題行

動 と の 関連 も見ら れ な か っ た こ と か ら，教師が 彼 ら の

ひ と り動 的行動 に 気 づ き，早期 の 介入 をす る必要性 が

示 唆さ れ た 。 ま た 男 児 よ り も女 児 に お い て ， こ の 行動

が 後 の 問題 行動 に っ な が る こ とが 推測 さ れ た 。

　時期 に つ い て み る と， 入 園直後 は ， 仲間関係 も安定

しな い こ とか ら， 主張 ス キ ル を持 たず積極的 に仲間に

入 っ て 行 け な い こ とが 孤 立 と 関係 し や す い と 考 え ら れ

る 。 仲 間関係 も形 成 さ れ ， 集団 遊 び も増 え て き た

10〜11 月 の 頃 に は，男児で は 主 張 ス キ ル の 低 さ，女児

で は 主 張 ス キ ル あ る い は協調 ス キ ル の 低 さ が ，孤 立 と

関係 し て い る こ と が 明 ら か に な っ た 。

　性差 に つ い て は ， 男児 は 女 児 と比 べ て ひ と り動 的行

動が 多 い 傾向に あ っ た 。 ま た ， 非社会的遊 び と社会的

ス キル と の 相関 の 結果 か ら，男児 に と っ て は積極 的 に

適 切 な方法 で 仲間 へ 働き か け る ス キ ル が ， 女 児は そ れ

に 加 え周囲 と協調す る ス キ ル が ， そ れ ぞ れ の仲間関係

で 特 に 必要 と さ れ る可能性が 示 唆 さ れ た 。た だ し，男

児 で は．非 社会 的遊 び は 主 張 ス キ ル と の 間 に しか 有意

な 関連が 見 られ な か っ た と も 言 え る。相 良 （2〔｝05） は，

男 児 の 伸間関係 が ，活動 や 興 味の 対 象 が 似 て い る 者 同

士 で 集 まるの に 対 し，女児 は内面的 で 密接 な関係 を作

る こ と を指摘 して い る。 こ の こ と か ら男児 の 孤立 に 関

し て は，子 ど も の 社会的能力以上 に ， 子 ど も 自身 の 仲

間や 遊 び に対す る 興味 ・関心 な ど も要因 と し て 関わ っ

て い る こ と も考え ら れ ， 今後検討 が 必 要で あ る 。

　以 上 ， 本研 究 の 知 見 か ら ， 非社 会的遊 び の 多 い 子 ど

もを捉え よう とす る際，時期 と性 差 を考慮す る必 要 の

あ る こ とが 示 唆 さ れ た。集団内 で 1人 で 遊 ん で い る す

べ て の 子 ど も に 社会的ス キ ル が 不 足 し，問題 行動が 見

ら れ る わ けで は な い 。また ，そ の とき社会的 ス キ ル が

低 くて も， そ の 後の集団生活 の 中で 獲得 さ れ る機会 も

あ る だ ろ う。 た だ し ， そ の
一

方 で ， あ る時期に ， あ る

特定 の 非社会 的遊 び を多 く見 せ る 子 ど も は ， そ の 後 の

集団生活で も ス キ ル が獲得さ れ に くく，問題 行動 が 目

立 つ よ う に な る可能性 の あ る こ と も明 らか に な っ た。

　た だ し ， 本研 究 で は ，非社会的遊 び の 観察 を年少 児

の 2 回 し か 行 っ て お らず，それ か ら卒園 まで の 約 1 年

半 の 間 に
， 子 ど もたち に 周囲 とどの よ うな相互作用 が

あ り，どの よ うな 行動 の 変容 が 見 ら れ た の か は 不明 で

あ る 。 よ っ て ， 縦断的に よ り短 い 間隔 で 非社 会的遊び

の 多 い 子 ど も を 追 う こ と で ， 今回 の 知見 を確認 し て い

く必 要 が あ る だ ろ う 。

　また ，本研 究に お い て ， 遊 び観察 尺度 （POS ）を用 い
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た 行動評定 に 関す る構成概念妥当性 の 検討 は 行 っ て い

な い
。 本研究の結果か ら は ， 海外の 先行研 究 と は 異 な

る知見も得 ら れ て お り，妥当性 の 検討は や は り必 要で

あ る と考 える。本研 究 で は 時間 や 協力 園 の 都合 と い っ

た制約 に よ り不可能 で あ っ た もの の ， さ らに 長 時間 の

観察結果 と の 照合 や ， Coplan ＆ Rubin （1998） の 教 師

評 定用尺度 （Preschool　Play　Behavior　Scale）5
と の 関連の

検 討 か ら，妥 当性 の 検討 を行 っ て い く必 要が あ ろ う。
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Nonsocial  Play, Social Skills, and  Problem Behavior in

      Kindergarten Children : A  Longitztdinal Study
.ilKIKo OJI.t.'cHi AA'p  SHI(;Eo S.4K['RAi (LNslyl't'vE ofi' CO.LlliREItElx/yl'L' IIL'Ml,N' SclE,vc.L', U.x,ILERslTl' oF  1'sLffln･IY

           JAR4ivEsE Joc,'R,N･:4f. oF  Eocfc'ATIo.NtAL RsvcHoLoal', 2008, 56, 376-388

  The  present  study  examined  changes  in nonsocial  play  (reticent behavior, solitary-passive  behavior, and
sc)litary-active  behavior) and  the relations  between  nonsocial  play  and  social  skills  and  problem  behavior for

boys (N=50) and  gir]s (N=35) in 2-year-course kindergartens. Children's nonsocial  play  was  observed

immediately upon  their entering  kindergarten (Time 1) and  6 months  later (Time 2). Their social  skills  and

problem  behavior were  rated  by  their teachers  at  Time  1, Time  2, and  just before graduation  {Time 3). The

results  revea]ed  that the rate  of  reticent  behavior decreased from  Time  ] to Time  2. Reticent behavior was
negatively  related  to assertive  skills  in both the boys and  the girls. Solitary-passive behavior at  Time  2 was

related  to low  cooperative  skills  and  high carelessnesslhyperactivity  for the  girls, and  predicted low

assertive  skills  at  Time  3 for the boys. There  were  no  significant  relationships  to solitary-active  behavior
at  the same  point in time. However,  one  of  them  at  Time  1 predicted  subsequent  low  assertive  skills  for

the boys, and  one  at  Tirne 2 predicted  externalizing  problem  behavior at  Time  3 for the girls.

   Key  Words  : nonsocial  play, sc)cial skills, problem  behavior, kindergarten children
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