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児童 ・ 生徒 の 教師認知 が い じめ の 加害傾 向に 及 ぼ す影響

学級 の集 団規範お よび い じめ に 対 す る罪悪感 に 着 目して
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　本研究 の 目的 は，児童 ・
生徒 が 教 師 の 日常的な指導態度を ど の よ うに 捉えて い る の か とい う こ と 倣 師

認 知 が ，学級 の い じめ に否 定 的な集団規範 と ，
い じ め に 対す る罪悪感 の 予期を媒介 し て ，児童 ・生徒 の

い じ め 加 害傾 向 に 与 え る 影響を明 ら か に す る こ と で あ る 。 547名 （小 学
’k・24V名，中学 生 3G7名） の 児童 ・生

徒 を対 象 に ， 教師認知 ， 学級の い じ め に 否定的な 集団規範，い じめ に対 す る罪悪感予期．い じ め加害傾

向 を質問紙調査 で測定 し，共分散構造分析 に よ る 仮説モ デル の 検討 を行 っ た 。主 な結果 は 以下 の 通 りで

あ っ た 。 （1）学級 の い じ め に 否定 的 な 集団規範 と い じ め に 対 す る罪悪感 の 予期 は ， 制裁 的 い じ め 加害傾 向

と異質性排除 ・享楽的 い じ め 加害傾 向 に 負 の 影響 を 与えて い た 。 （2）受容 ・親近 ・自信
・
客観 の 教師認知

は ， 学級 の い じ め に 否 定的 な 集団規範 と い じめ に 対 す る罪悪 感 の 予期 に 正 の 影響 を与 えて い た
。 （3）怖 さ

の 教師認 知 と学級 の い じめ に否定的な集団規範は ，
い じ め に対す る罪 悪感 に 正 の 影響 を与 えて い た 。 （4）

罰 の 教 師認知 は ， 制 裁的 い じめ加害傾向 と異質性排除 ・享楽的 い じ め 加 害傾 向 に 正 の 影 響を与え て い た 。

本研究 に よ っ て ， 教 師 の 受容 ・親近 ・自信
・
客観 と い っ た 態度 が

， 学級の い じ め に否定的な集団規範 と

い じめ に対す る罪悪感の 予 期を媒介 して ， 児童
・
生徒 の 加害傾 向 を抑制す る 効果 があ る こ とが 示 唆 さ れ，

い じめ を防止 す る上 で 教師 の 果た す 役割の 重要性 が 明 らか に な っ た 。

　キ ーワ ード ： い じ め ， 集団規範，教師，罪悪感 ， 学級

問題 と 目的

　森旧 ・清永 （1994） は，い じ め を 『1司一集 団内 の相互

作用過程 に お い て 優位 に 立 っ
一

方 が
， 意 識的に あ る い

は 集 合的 に 他方 に 対 して精神的 ・身体的苦痛 を加 え る

行 為」 と 定義 して い る g 本研 究 で は ，
こ れ に 準 じ て い

じ め と い う概念を取 り扱 う e い じ め は被害者 に 自殺企

図や精神病 ， 心身症 ， 不登校 な ど様々 な 悪影響 を与 え

る 可能性が あ り 〔坂 西，1995 ；Bea1コe，1998；Rigby，1998，立

花，工99の ， 学校現場 で は 早期 発見 ・早期解 決 が 求 め られ

る深刻な 問題で あ る q

　 い じ め の 発生件数は ，小学校高学年頃 か ら 増加 し始

め，中学校 1 年生 で ピー
ク に な る （文 部科学 省、2007＞。し

た が っ て ， こ の 時期 の 学級 集団 に 焦点 を当 て る こ と は ，

い じ め 問題 の 根本的な 原因 を 明 ら か に す る 、ヒで 重要 で

あ る と考 え られ る 。 ま た ，岡安 ・高 山 （2〔｝oo） の 調 査 に

よれ ば ， 男女 で 経験頻度 は 異 な る も の の ， 中学生 に お

い て 「仲 間 は ず れ ・無視 ・悪 凵 」「い や が ら せ や い た ず
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ら」「た た か れ た り け られ た り」 と い っ た被害 経験 を ，

週 に ／回以上経験 し て い る と 回答 して い る者が ， ユ割

程度 い る こ と が 示 さ れ て い る。 こ の よ う な い じ め の 現

状を 鑑 み る と，もはや い じめ は稀 に 起 こ る事象で は な

く， 日常 的 に 発生 す る もの で あ る と捉 え，問題 の あ る

児童 ・生徒 に 対 して 特別 な 措 置を 取 る だ け で は な く，

普段 の 学校生活で 予防す る方法 を考えて い く必 要 が あ

る。

い じ め の 集団要 因

　近年 ，
い じめ の 加害者の行動 に ，周嗣 の 児童 や 生徒

が影響 を及ぼ す こ と が 明 ら か に さ れ て い る （Atlas ＆

Pepler，1998 ；Gini，2006 ；森 田、1985；Salniivalli，　Lagerspetz，

Bjorkqvist．　Osterman ，＆ Kaukiainen，　1996）。例 え ば ， 森田

qL985）は ，
い じ め が 加害者 ，被害 者 の 二 者関係 の み で

な く，い じ め を は や し た て る観衆 層 の 児童 ・生徒 と
，

見 て見 ぬ ふ り をす る傍観層 の 児童 ・生徒 が 相互 に 影響

しあ う こ とで 生起 す る こ と を 明 ら か に し，い じ め に 受

容的 な学級 で は ， 特 に 傍観層の 児 童 ・生 徒 が い じ め を

活性化 さ せ る 叮能 性が あ る こ と を指摘し て い る 。 い じ

め の 定義 で は，い じ め を行 う者 は 複 数 で あ る こ と が 多

い
。 複数 の 者が い じ め を 行 う背景 に は ，仲間 と の 同調

行動 が あ る （竹 村 ・高木．1988 ）。仲 間 に 対 す る 同調行動

は ， 小学校高学年生 か ら中学生 が 高 い と い う結果 が得
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ら れ て い る （Berndt，1979）n 児童 ・生徒 は ， 自分の周囲

に い じ め を容認す る集団規範が あ る場合 に ，仲間か ら

は み 出 さ な い よ うに
， 嫌 わ れ な い よ う に

， 集 団規範 に

同調 して仲間 と同 じ行動 を とろ う とす る。大西   ［7）

は ， 中学校 で 学級 の い じ め に 否定 的 な集団規範 似 下 i

い じ め 否定 学級 規範 と表記 ） と生徒の い じ め加害傾向と の

関連に つ い て検討 し，い じ め否定学級規範が 高い ．学級

で は，い じ め 否定学級規範 の 低 い 学級 と比 べ て ，生徒

の い じ め加害傾 向が 低 い こ と を示 し て い る 。 こ れ ら の

研究 は，同
一集団 の 児堂 ・生徒が い じめ を否定的 に 評

価す る か 否 か
， す な わ ち ， 児童 ・生徒 の 所 属す る 集 団

の 規範 が い じめ 加．害行動 に 影響 を与 え る こ とを示 して

い る 。

い じめ の 理由

　な お ， い じ め に は様々 な 形態が 存在 し ， い じ め の 内

容 に よ っ て は 集団規範 の 影響 が 少な い い じ め も存在す

る 可能 性 があ る。い じめ の 理 由 を児童 に 質 閲紙 で 尋 ね

た研 究 の 因子分析 結果 で は ， 「こ らしめ．」「異質性排 除 1

1不 条 理」の ：3因 子 が 抽 出 さ れ た （井 L ・戸 田 ・中 松，

1986）。 「こ ら し め」の い じ め は ， 加 害者は被害 者側 に落

ち度が あ る と認 識 し ， 制裁す る こ と を 目的と し て い る

た め 正 義 の い じ め と も 呼 ばれ て い る も の で あ る 。 例え

ば，テ ス トで 100点 を と っ た こ と を自慢 し て ，テ ス ト

を 見せ び らか し た 者や ，挨拶 を し て も返事 をしな い 者

に 対 し て 行わ れ る。「異 質性排除」は 劣位 に あ る 者 を排

除 しよう とす る い じめで あ り， 仲 間関係 の 等質性 を損

な う態度 を も っ 者 を ， 仲問 か ら排 除 す る こ と を 目的 と

し て い る 。 「不 条理 」は加害者側の 恣意的な い じ め で あ

る。これ は，い じ め る側が も つ ス トレ ス の
．
発散や 快楽

を 満 た す こ と を Fj的 と し て い る 。 こ の 3 タ イ プ の い じ

め の 中で ，「こ ら し め 」 の い じ め は，児童・
生徒か ら被

害者 に も
．
落 ち度が ある と捉 え ら れ る傾向が あ り， い じ

め と して の 自覚や認識 が 少な い た め ， 集 団規 範 の 影響

を受 け に くい こ とが予測 さ れ る
且。

教師 の 指導態 度

　 本研究で は ，
い じ め否定学級規範の 高低 を規定す る

要因と し て ， 担任教師の 影響を取 り、ヒげて検討す る 。

教師が児童 ・生徒 に 及 ぼ す 影 響 は社会 的 勢 力 〔socia ユ

pewer ） と い う観 点 か ら様々 な 研 究が な さ れ て き た （浜

名 ・天 根 ・木 ［lt ］983 ； F1崎，1979）。しか し ， 教師の 存在が

　 そ れ ぞ れ の 下位 因 子名 は加 害 理 宙 とい う視 点 か ら 付 け ら れ

て い る が，「个 条理 い じ め」に 関 し て は．被 害者 か らの 名付 け 方

が さ れ て い る た め，「享楽的 い じ め 」 と い う表 現 に 改 め た。ま

た，「こ らしめ い じめ 亅は表 記上 読 み づ らい た め t 「制裁 的 い じ

め 」 に 変 更 し た。

い じめ に対する集団規範に及ぼ す影響に つ い て は ， ほ

とん ど検討 され て い な い 。三 島 ・宇野 （2004） は，小学

校高学年 の 学級を対象 に
一

学 期 と 学年末 に お け る 「認

め合え る雰 囲気 1， 「自由 で 自主的 な雰 囲気 億 欲 ・楽 し

さ）」， ［規 律 の あ る雰 開気」 と い っ た 学級の 具体的 な 雰

鬨気 と教師の影響力 と の 関連 を検討 し， 教師の 影響力

は 「受容 ・親近」， 「
．
自信 ・客観」， 「怖 さ」， 1罰」，「た

く ま し さ 」 の 5閃 子 で あ る こ と を 示 し て い る 。 ま た ，

い じ め を抑制 す る こ とが 予測 さ れ る学 級 内の 認 め合い

の 雰 囲気は ，児童 の 「受 容・親近」 「自信 ・客 観」とい っ

た 教 師認知 と そ れ ぞ れ正 の 関連 が あ り，

一
学期 に お い

て の み 「罰 」は 負 の 関連 を ， ［怖 さ 」は 正 の 関連 を示 し

た 。
こ れ らの 結果 か ら， 日常的に 教師が児童 ・生徒に

対 し て親 し み や す く ， 受容的で 自信の あ る客観的な接

し方を し て い る学級で は ， 児童 ・生徒が教師を モ デル

と し た行動 へ 動機づ け ら れ る た め，い じ め 否 定学級規

範 が高 くな る と予測 され る。また ， 教 師が迫力の あ る

怒 り方 をす る と認知 して い る 児童 ・生 徒の 学級で は ，

い じ め が発覚 した 時 の 加 害者や 観衆者 ， 傍観者 の 叱 ら

れ る負担が 大 き くな る た め ， 集団規範 は よ り厳 し く ，

い じ め に 否定的な もの に な る と予測 さ れ る 。 し か し，

H 常的 に 教師か ら の 不適 切 な権力 の 行使
2 を 意 識 し て

い る児童 ・
生 徒は ， 強者が 弱者 の 非を制裁す る とい う

点 で 同様 の 構 図 を持 っ 「こ ら しめ 」 を目的 と し た い じ

め へ の 加 害傾 向 が 高 くな る と 考 え られ る。

い じめ へ の 罪 悪感

　 近年 ， 向社会的行 動 を 促 進 し ， 攻撃性を抑制す る 要

閃 と し て 罪悪感 （gullt）の1幾能が 注冂 さ れ て い る 〔lieff．

・・ユall．1998 ；Tangney ，1995＞。 罪悪感は 「自己 の行為 を ネ

ガ テ ィ ブ に 評価 し ， そ の 行為 が 他者 に 及 ぽ す 影響 に 関

心 を向けた場合 に 生起 し，そ の 影響 の 修正 や他 者へ の

弁明 ・謝罪 と い っ た表出行動 を顕在化 させ る情動」 と

定 義 さ れ る よう に （久崎，20。5）， 自己評 価を行 う こ とで

生 じ る情動 で あ る。白己評価 は ， （1）他者や社会集団 の

基準や 目慓 を覚知 し ，   そ の 基準 や 目標を取 り入 れ ，

  そ の 基準や 目標 に 基 づ い た 自分 自身 の行動 を 評価

し ， （4）自分 自身 と他者 の ど ち ら に 非が ある か を判断

し ，   自分 自身 の 安定 し た 側面あ る い は特異的な側面

へ の 帰属 を行 う と い う プ ロ セ ス で 行わ れ る （M ．Lewis ，

1999）。
こ の と き ， 自分 自身 の非 を特定の 行為な ど ， 自

己 の 特 異的な側面 に 帰属 した場合 に 罪悪感 が喚起 さ れ

る （H ．B．　Lewis、1971 ；M ．　Lewis，1992）。罪悪 感 は ， 共感

2
　 罰 は 広 範 な意 味 を 含 む 概 念 で あ り，誤 解 を 招 くお そ れ が あ る

　 た め，本研
．
究 で は，罰 を 「不適 切な権 力 の 行 使 」 とい う名称 に

　 変更 す る 。
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性や 役割取得能力 と jEの 関連 が あ り， 攻 撃性 の 抑制 と

負の 関連が あ る こ とが明 らか に さ れ て い る 侑 光，2殿 ，

2eD6 ；石川 ・内山，2【102）。
い じめ問題 で も ， 加 害者の い じ

め に 対 す る 罪 悪 感 の 欠 如が 指 摘 さ れ て い る 偏 徳

1999 ＞。

　Mancini ＆ Gangemi （2  04，2006 ） は，実際 に 行動を

行 っ た後 に 生 じ る 罪 悪感 で は な く，罪 悪 感 へ の 恐 れ

CEear　of　tJuilt．）とい う観 点 か ら，罪 悪感を強 く予期 す る

人 は ，罪悪感 を 持 つ こ と を恐 れ る た め ，慎重 に 吟味 し

た安全な 方策を と る傾向が あ る こ と を示 し て い る 。 罪

悪感 を予 期す る こ と で 生 じ る罪悪 感 へ の 恐れ は ， 児

童 ・生 徒 の い じ め 加 害傾 向 を抑制す る 上 で効果的 に 働

くと 予測 さ れ る。す なわ ち ， 他者 を い じ め る こ とへ の

罪 悪感 を強 く予 期 す る 児童
・生徒 ほ ど，罪悪 感 に 苦 し

む結果を避け よ う とす る た め
，

い じ め 加害傾 向 が 低 い

こ とが予測 さ れ る 。

　 ま た ，自己 評価プ ロ セ ス の（1）か ら  に は ， 教師 や学

級 の 集 団規範が 影響 す る と考え られ る た め ， 本研究で

は，罪悪 感の 予期 を，教師認知 と学級の 集団規範が い

じ め加害 傾向 を抑制 す る 際 の ，媒介変数 と し て 仮定 す

る。す なわ ち，児童 ・生徒 は教師 の 対人方陥 を基準 と

して 取 り入れ る た め，教師 に 親 し み や す く受容的で ，

自信の あ る客観的 な態度を認知 し て い る 児童 ・生徒 は，

ク ラ ス メ イ トに 心理的 ・身体的暴力 を加 え る い じ め 行

為 へ の 罪悪感 を抱 き や す い と 考 え られ る 。 また ， 教 師

の 態度 と し て ，迫力 の あ る怒 り方 を 認知 し て い る 児

童 ・生徒 も，教 師 の 持 つ 善悪 の 基 準 や 目標を 日常生 活

の 中で 明確 に 知 る こ とが で き る た め ，
い じめ へ の罪悪

感が高 くな る こ とが予測 さ れ る 。 さ らに ， 学級 の 集団

規範か ら逸脱 した 行動を と る こ と は ， 罪悪感が 喚起 さ

れ る要因 の
一

つ で あ り、
い じ め 否 定学級規範 を高 く

．
認

識 し て い る児ti　・生徒ほ ど，い じ め に 対す る 罪悪感を

抱 きや す い と考え られ る 。 た だ し， 上述 の よ う に，全

て の い じ め に 対 し て い じめ否定学級規範 が 効 果的 に 働

くわ け で は な い の で ，罪悪感 の い じ め 抑制 効果 は い じ

め の 理 由 に よっ て 変化す る 可能性があ る 。 特に 「こ ら

しめ 」を理 由に 正 当化さ れ た い じめ は ， 「享楽 1， 「異質

性排除」を 理 由と し た い じ め と は 異 な り ，
い じ め 否 定

学級規範 の 影響だ けで な く，罪悪感 の 影 響 も低 くな る

と考 え られ る。

本研 究の モ デ ル

　以上 の よう に 本研 究 で は ， 児 童 ・生徒 の 教師認知 が

い じ め 否定学 級規範 と罪悪感 予 期 を媒介 し て い じ め加

害傾向に与 え る影響に つ い て 明ら か に す る こ と を 目的

とす る 。 本研究で 仮定す る モ デル （Figure　1） と，そ れ

に 伴 う仮 説 は 次 の
．
通 り で あ る 。

仮説 】

仮説 2

「受容
・親近」「自信

・客観」「怖 さ 」 の 教師認

知 が高 い 児童 ・生徒 ほ ど
，

い じ め 否定学級規

範 を高 く認識 して い る。

「受容 ・親近」「自信 ・客観」［怖 さ」 の 教師認

知 が 高い 児童 ・生徒ほ ど ， 罪悪感予 期が 高 い
。

児童 ・生徒 の 教師認 知 児童・生徒 の 教 師認 知

（不 適 切な 権 力 の行 使 ） （受容
・親近，自信

・
客 観，怖さ）

且 2

3
6 い じめ 否定 学級 規 範 罪 悪 感予期

丶 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　 ！

1 丶 　　　　　　　 ／ 1
1 丶 　 　　 　 　！ 1丶ノ

1 ノ 　丶 1 一
14

　 ！ 　　　　 丶

！　 　　 　 　　 　　 　 丶
ID

1 ！ 　　　　　　　　　　　丶 1

1 5　
！

　 1

丶

　 4
　 丶 1

1 ！ 丶 1
　 ！

’

丶
へ ▼

い じめ 加 害傾 向 い じめ 加 害傾向

（制 裁） （異質 性排 除・享楽 ）

十 　＿
一　　一　　一　　一　　　　　一　　十

Figure　1　 い じめ加 害傾 向 へ の 影響仮説モ デ ル
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仮説 3

仮 説 4

仮説 5

仮 説 6

い じ め 否定学級規範 を高 く認識 し て い る 児

童 ・生徒 ほ ど罪悪感 予期 が高 い 。

い じ め 否定学級規範 を高 く認識 し て い る 児

童 ・生徒ほ ど，異質性排除 ・享楽的 い じ め加

害傾向 と制裁的 い じ め加害傾向が低 い
。

罪悪感予期が 高 い 生徒ほ ど ， 異質性排除
・享

楽的 い じ め加害傾向 と制裁的 い じ め加害傾向

が 低 い 。

「不 適切 な権 力 の 行使 」 の 教師 認知 が 高 い 児

童 ・生徒 ほ ど， 制裁 的 い じめ加害傾 向が高 い 。

方 法

調査対象者

　公立小 学校 5 ，6 年生 11 ク ラ ス ，公立 中学校 1 〜 3

年生 10 クラス の 児童 ・生徒 646名を調査対 象 とした。

こ の うち ，記入 ミ ス の な か っ た 児童 ・生徒 547 名 （小 学

生 240名，中学 生 307名） を分析 の 対象 とした。

調査時期お よび手続 き

　調査 時期は 2007年 6 月
〜 9月で あ り ， 調査 は担任 に

よ っ て学級ご と に実施 さ れ た 。 社会的望 ま し さ に よ る

測定誤差を抑止 す る た め，調査 は無記名回収 で 回答中

の 机 問巡視 を 行 わ な か っ た。ま た ，分 か ら な い 言葉 は

質問 して もよ い こ と， 答 えた くな い 質問 に は 答 え な く

て よ い こ と を伝 えた。

調査 内容　本研 究 で 使用 さ れ た 尺 度 は 以下 の も の で あ

る 。

い じ め 加 害傾向の 測定 ： い じ め に つ い て の物語を井上

他 （1986 ）を参考に作成 し ， そ れ ぞ れ 回答者自身が 登場

人物 伽 害 者） な ら同じ よ うな こ と をす る と思うか に つ

い て 質 問 した （Appendix ）。12項 目か らな り，「しな い と

思 う」（1点）か ら 「す る と 思 う」（4点 〉の 4 件法で評定

を求 め た （Table ユ参 照 ）。

罪悪感予期の 測定 ：い じ め加害傾向 と同 じ物語 に つ い

て ， も し自分が い じ め行為を行 っ た ら罪悪感 を も つ か

否 か に つ い て 質 問 し た （Appendix ）。12項 目か ら な D，

「ま っ た くも た な い と思 う」 （1 点）か ら 「す ご く も つ と

思 う」（4点）の 4件 法 で 評定 を求 めた。

教師認知尺度 ：三 島 ・宇野 （2004）の 教師認知尺度を参

考に ， 調査 対象校の教師 2名 と言語表現 の 適切性に つ

い て 検討 し作成 し た 。 19項 日か ら な り ， 「ま っ た くそ う

思わ な い 」 q 点 ）か ら 「と て も そ う思 う 」 （5 点）の 5件

法 で 評定を求 めた （Table 　2 参照 ）。

い じめに対する学級規 範の 測定 ：具体的 な い じめ行動

を行 う こ と と，そ れ を制止 す る こ と に 対 す る 学 級集団

の 評 価に つ い て質問した 。 8 項目か らな り ， 「とて もい

い と思 うだ ろ う」（1 点）か ら 「す ご く まず い と思 うだ ろ

う」（7 点 ） の 7件法 で評定を求め た （Table 　3 参 照）。

結 果

い じ め加害傾 向　12 項 目 の 評定 値 に っ い て
， 主 因子

法 ・プ ロ マ ッ ク ス 回転 に よる因子分析 を行 っ た。固有

値 の 減衰状 況 （5．51，1．21， ．7U， ．6D…） と 閃 子 の 解釈可能

性 に 基 づ き ， 2 因子 解 を採用 した。両方の 因子 に 同程

度 の 負荷量 を示 した項 目を除外 し， 残 っ た 11項 目で再

度 ， 因子 分析 を行 っ た 。 結果 を Table　1 に 示 す 。 第 1

因子 は 異質で あ る こ とや ， 享楽 を理 由 と し た い じ め の

Table　1　 い じ め 加 害傾向 の 囚
．
了分析結果 （主 囚子 法 ・プ ロ マ ッ ク ス 回 転 〕

項 目 F ！ F2　 共通性

＜ 異 質性排 除 ・享楽 的 い じめ加 害傾 向 　 　α
＝．88＞

自分 た ち と 違 っ て ．先生 に い っ も叱 ら れ て い る か ら

服装が み ん な と違 っ て 変 だ か ら

落書 き を さ れ た ノ
ー

トを 見た 時 の 反 応 が 楽 しい か ら

み ん な と違 っ て，動作 が 遅 い か ら

fr躙 はず れ に した 時 の 反 応が お も し ろ い か ら

そ うす る と気分 が ス ッ キ リす るか ら

く 制 裁 的い じ め 加害傾 向　 α
＝．87＞

そ う で も し な い と．自分 の性 格 の 悪 さ に 気 が つ か な い か ら

い っ も 自分 勝 手 な の で，こ ら し め た い

1嘘っ き で 何 度 も困 ら さ れ た か ら

他 の 了 をい じ め た こ とが あ り，い じ め ら れ る気 持．ち を知 るべ きだ か ら

髪 や 服 装 を 清潔 に し て い な い か ら

尸
D2

 

ρ
Q97

887655

一．14
．oo
，06
．1 
．28

一．15　 　 ．57
−． 3　　 ．64
．  6　 　 ．56
ユ4　　 ．59
．21　　 ．57
，10　　 ．42

国1
二 乗和 4．87 　 　 4 ．71

因 子 間 相 関 ．6Y
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加害傾 向を測 る項 目の 負荷量が高 い こ と か ら， 「異質性

排除 ・享楽的 い じめ加害傾向」と命名 した。井上他（IY86 ）

で は ， 異質性排 除 い じ め と享楽的 い じ め は別 々 の 因 子

で あ っ た が ， 本研究 で は そ の よ うに 分 か れ な か っ た 。

20 年前 と現在で は，い じ め の 様態が変化 し て い る と考

え ら れ る 。 第 2 因子 は，制裁 を 理 由 と し た い じ め の 加

害傾向を測る項 目の 負荷 量 が 高 い こ と か ら ， 「制裁的 い

じ め加害傾向」 と命名 し た。次 に 内的整合 性を検討 す

る た め に α 係数 を算出した
。

そ の 結果，「異質性排 除 ・

享楽的 い じめ加 害傾向」で は α
＝ ．88， 「制裁的 い じめ

加害傾 向」で は α
＝ ．87 とい う値が得 られ ， 十分 な 内的

一
貫性が 示 さ れ た。各因 子の 合計得点 を ， そ れ ぞ れ ，

異質性排除 ・享楽的 い じ め 加 害傾 向，制裁的 い じ め加

害傾 向 と し た 。

罪悪感予期 　12項 目 の 評定値 に つ い て，主因 子法 に よ

る因子分析 を行 っ た。固有値 の 減衰状況 （zeo，　L13，。．68

…） と因子 の 解釈可能性 に 基 づ き ， 1 因子 解 を採用 し

た 。 次 に 内的整合性を検討す る た め に α 係数 を算出し

た 。 α
＝ ．93 と い う値が得 られ ，十分な 内的

一
貫性が示

さ れ た 。 項 目の 合計 得点 を，罪 悪感予期 と し た 。

教師認知 　ユ9 項 目の 評 定値 に つ い て ， 主因子法
・プ ロ

マ ッ ク ス 回転 に よ る 因子 分析 を 行 っ た 。 固有値 の 減衰

状 況 13、94，2、10，1．46，0．89．O．78…） と因子 の 解釈可能性 に

基 づ き， 3 因子解を採 用 した。さらに ， 1 つ の 因子 に

対 して 0．35以 下 の 負荷 量 を示 した 項 目 お よ び複数 の

因子 に 同程 度 の 負荷景 を示 した項 目を除外 し， 残 っ た

14項 目 で 再度 ， 囚 子 分析 を行 っ た。結果 を Table 　2 に

示 す 。 第 1因子 は 三 島 ・宇 野 （zoo4｝の 「受容 ・親近」

と 「自信 ・客観」 を測 る項 目か ら構成 さ れ て い た た め

「受 容 ・親近 ・自信 ・客観」 と命名 し た 。第 2 因 子 は

三 島・宇野 （2004 ） に従 い ， 「怖 さ」と命名 し た 。 第 3 因

子 は ［不適切な権力 の 行使」 と命名 し た 。各項 目の 合

計 得点を，そ れ ぞ れ ，受容 ・親近 ・自信 ・客観 ， 怖さ
，

不 適切 な権力 の 行使 とした。次 に 内的整 合性 を検討 す

る た め に α 係数 を算出 し た 。 そ の 結果 ， 「受容 ・親 近 ・

自信 ・客観」で は α
＝ ．83， 「怖さ」で は α

＝ ．77， 「不

適切 な権力 の 行使」で は α
＝．56 と い う値が 得 ら れ た 。

不適切 な 権力 の 行使 は 内的整合性が 1分 で あ る と は い

えな い が
，

3項 目しか な い こ と ， 三 島・宇野 伽 04）や

河村 ・田上 〔1997〕で 使用 さ れ て い る項 目 と同様 の もの

で あ る こ とか ら ， 尺度 と して 利 用す る こ と に し た 。

い じめ否定学級規範　 8項 目の 評 定値に つ い て ， 主因

予 法 に よ る因子分析 を行 っ た。固有値の 減衰状況 （4．07，

1．03，0．63…） と因子 の解釈可能性 に 基 づ き ， 1因子解 を

採用 した 。 さ ら に ， 0．35以 下 の負荷量 を 示 した 項目 を

除外 し，残 っ た 7 項目で 再度 ， 因 子 分析 を行 っ た 。結

果 を Table　3 に 示す 。 次 に 内的整合性 を検討するた め

に α 係 数 を算 出 した ． α
二．87 と い う値 が 得 られ，十分

Table　2 教師認 知 の囚子 分析結果 （主因子 法 ・プ LV マ ッ ク ス 回転 ）

項 目 Fl　 　 F2　 　 F3　 共通 性

〈 受容 ・親近 ・自信 ・客観 　　 α
＝．83＞

担任 の 先 生 は．うれ しい と き
一

緒 に喜 ん で くれ ま す

担任 の 先生 は，生徒 が 匚1答 えや反 抗 を し て もし っ か り指 導 し ま す

担任の 先生 は
， 生徒 が 話 しか け や す い 感 じが し ま す

担任 の 先生 は，納得 が い く理 山で 叱 っ て くれ ます

過任 の 先 生 は ，楽 しい 授業 を して くれ ます

担 任 の 先 生 は，悪 い こ と を し た と き，どの 生 徒 も同 じ よ う に 叱 り ま す

担 任 の 先 生 は ，自分 の 苦 手 な こ と や 失敗 し た こ と を話 し て くれ ます

担任 の 先 生 は．も し ク ラ ス で い じめ が あ っ た ら，見逃 さず に必 ず叱 り ます

く
卩
怖 さ 　　 α

一．77 ＞

担任 の 先生 は ， ふ だ ん は 怖 く な い けれ ど，怒 っ て い る と き はす ご く怖 い で す

担任 の 先 生 は，怒 っ た と き の 表 情 や 声 が 怖 い で す

担任 の 先 生 は，迫 力の あ る 怒 り方 を します

く 不 適 切な 権力 の 行 使　　a
− ．56 ＞

担任 の 先生 は，言 う こ と を聞か な い と成 績 を下 げ ま す

担任 の 先生 は ，言 う こ と を 聞か な い と親 に 言 い つ け る こ と が あ り ます

担 任 の 先 生 は，言 う こ と を 聞 か な い 生 徒 を 嫌 う こ と が あ り ます

：ll
：癬

剖
：ll「、＿ ＿」

、06
−．／0
．06

．
つ 7
．06
−．18
．IU
−．02
，05
．01
．14

司

引

冖
’

冖
「

ハ
U

−
」
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．03　 　 ．47
．DD　 　 ．4D
−．IO　 　 ．48
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Table　3　い じめ否定学級規範 の 因子分析結 果 住 囚子 法 ）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 項 　 　 　　 　 　目

〈 い じ め 否 定 学級 規 範 　 　 α
一．87＞

気 に 入 らな い 人 を，み ん なで 無視 つ る こ と

休 み 時 閭 に 遊 ぶ と き，気 に 入 らな い 人 を仲 間 は ず れ に す る こ と

仲 間 は ずれ を し て い る 人 た ち に ，や め る よ うに 注意 をす る こ ピ

気に 入 ら な い 人 の 悪 口 を わ ざ と本人 に 聞 こ え る よ う に言 う こ と

誰．か の 恃 ち 物 を 隠 し て い る 人 に ，や め る よ う に 注意 をす る こ と
木

気 に 入 ら な い 入 の 持 ち 物に 悪意 の あ る落 書 き をす る こ と

み ん な か ら無視 され て い る人 と普通 に 話 を す る こ と
ネ

因子 負荷 量 　 　共通性

．79
、78
．76
，75
．71
．70
．51

．62
、60
．57
．57
．72
．’19
、26

累 積 寄 与率 （％〉 51．5
’
は逆転 項 目で あ る

な内的
一

貫性が 示 され た。抽出さ れ た 各項 目の 合計得

点 を ，
い じめ否定学級規範 と した。

調査に 用 い た各尺度間 の 2変量 相関

　本研
．
究 で 使 用 し た 異 質性排 除 ・享楽 的 い じ め 加 害傾

向， 制裁的 い じ め加害傾向 ，
い じめ否定学級規範 ， 罪

悪感 予期 ， 受容 ・親近 ・自信 ・客観 ， 怖 さ，不適切 な

権力 の 行使 の 各変数問 の 相関係数 を算出 し た （Table

4）。異質性排除・
享楽 的 い じ め加害傾向 と他尺度 と の 関

連 に つ い て は，制裁 的 い じ め 加害傾 向 との 間 に 中程度

の 正 の 相関 が 認 め られ （r 二．68，ρく ．UOI）
，

い じ め 否定学

級規範 Cr−一．49，p く 佃 D と罪悪感 予期 （r＝ ．5｛，，p〈．ODD

の 間 に 中程 度 の 負 の 相関 が ，受容 ・親 近 ・自信 。客観

と の聞に や や低 い 負の相関が （，
一一．36．かぐ 00D

， 不適切

な権力 σ）行使 との 問に低 い 正 の相関が示 さ れ た （r
−．25，

p く ．ooD
。 制裁的い じ め加害傾向 と他尺度 と の 関連 に つ

い て は， い じ め 否定学級規em（x −．45，p ＜ ．〔｝el）と罪悪感

予期 （r ＝一．認 ，p ＜．〔）Ol） の 間 に 中程度 の 負 の 相 関 が ，受

容 ・親 近 ・自信 ・客観 （r＝一．29，p く ．α川 と怖さ （r ＝一．D9，

P く ．05）の 間 に 低 い 負の相関が ， 不適切 な権力 の 行使 と

の 間に低 い 正 の相関が示 された 〔r − ．26，p 〈 ，Oo！）。

い じ め の 加害傾向に影響 を及ぼ す要因モ デ ル の 検討

　 児童 ・生 徒の教師認知 （受容 ・親近 ・自信 ・客観、怖 さ ，小

適 切 な 権力 の 行 使），い じ め 否 定学級規範，罪 悪 感予期が

い じ め 加 害傾向 （異 質 性 排除・享楽 ，制 裁 ） に 与 え る 影響過

程 モ デ ル を ，
Table　 4 の 相 関 と問題 部分 の 仮定 を考慮

した因果 モ デ ル を構成 し，Amos 　7．0 を用 い た最尤推

定 法 に よ る 搆造 方程 式 モ デ リ ン グ に よ っ て 検討 し た 。

児童 ・生徒の教師認知 （受容 ・親 近 ・自信 ・客 観 怖 き，不適

切 な権 力 の 行側 は，そ れ ぞ れ 項目数が 比較的少な い た め

潜在変数 を 用 い た e
モ デ ル の 解釈 可能性 と適 合度検 定

の 結果 を検討 し，Figure　2 （GFI −．945，　AGFI ＝．925，CFI
−一

．943，RMSEA ＝．049）の モ デ ル を採 用 した。標準 化 さ れ た

因果係数 ， 決定係数 を Figure　2 に 示 す 。
　Figure 　2 に お

い て ， 各項目 （S1〜S8，BI〜B3，II〜13〕の 誤差の 表記は省

略 し た 。ま た ， 不 適切 な権力 の 行便 ， 受 容 ・親 近 ・自

信 ・客観 ， 怖さ に関す る教師認知か ら各項 目へ の パ ス

は 全 て有意で あ っ た （そ れぞ れ ρく ．000 。

い じ め 否 定学級規範 と罪悪感予期に影響 を与え る 要 因

　児 童 ・生徒 の 受容 ・親近 ・自信 ・客観 の 教師認知 か

ら，い じ め 否定学級 規範 へ の パ ス 係 数 （．40，p〈．〔）Ol〉 は

有意 で あ っ た が
， 児童 ・生徒 の 怖 さ の 教師認知 か らの

パ ス は有意 で は な か っ た た め （．08．・n ．s．）， 仮説 1 は部分

的 に支持さ れた 。 また ， 児童 ・生 徒の 受容 ・親近 ・自

信・客観 の 教師認知か ら ， 罪悪感予期 へ の パ ス 係数 （．上9，

p 〈 ．OOI）は有意で あ り ， 怖 さ の 教師認知か ら 罪悪感予期

へ の パ ス 係数 も有意で あ っ た （．10，p く ．05）。し た が っ

Tab 且e　4　調査 に 用 い た 各尺度間 の 相 関係数

N −547
制 裁 的 い じ め　 い じ め否 定 学 級

　 加 害傾 向　 　 　 　 　規範

　 　 　 　 　 受 容 ・親近
・

罪 悪 感 予 期
　 　 　 　 　 　 自信 ・客観

　　　 不 適切 な 権力 の
怖 さ
　 　 　 　 　 行使

異 質 ・享 楽 的 い じ め加 害 傾 向

制裁 的 い じ め 加害傾 向

い じ め 否 定学 級規範

罪悪感 予 期

受 容 ・親 近 ・自 信 ・客 観

怖 さ

．68＊ ＊ ‡ 一．49累 榊

一．45紳ホ
一．5〔｝＊ ホ ＊

一，52＊寧＊

．；コ1＊＊虚

一．36ホ s ＊
　　　　　　

一．〔，6
−．29ホ寧＊　　　　　

一．09＊

．38＊Sth
　 　　　　 ．14綿

．35籾＊
　　　　　 ．18継＊

　 　 　 　 　 　 、18窄＊ ホ

．25Ut
．26料継
一．12＊s

−．11，

．21＊＊s

．  7
＊＊＊

p ＜ ．001，＊“p ＜ ．01，ψ 〈 、05
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tss

ρ く．001，”P ＜ ．Ol，Sp

＜ ．05

　　 　　　　　　 Figure　2

，24＊＊’
　 　 　 　 　 　 GFI＝．945，AGFI ；．9．　2［，Cドエ＝．943 ，RMSEA 墨，  49

い じめ 加 害傾向へ の 影響過程 モ デ ル

て ， 仮説 2 は 支持 さ れ た。さ ら に ，
い じ め 否定学級 規

範か ら罪悪感予期 へ の パ ス係数 （．42，P 〈 ．001） も有意で

あ り ， 仮説 3 は支持 され た 。

い じ め の 加害傾向に 直接影響を与え る 要 因

　 い じ め 否定学級規範か ら制裁 的 い じ め加害傾向へ の

パ ス 係 数 （
．23，p く ．OOI） と，異質性排除・享楽的い じ め

加害傾 向へ の パ ス 係 数 （
一．29，p く ．O（）1） は 有意 で あ り， 仮

説 4 は 支持 された。また ， 罪悪感 予期 か ら制裁 的 い じ

め 加害傾向 へ の パ ス 係数 （
一．37，p 〈 ．OOt〕と

， 異質性排 除・

享楽的 い じ め加害傾向へ の パ ス 係数 （
一．32，〆 ．001）は有

意で あ り，仮説 5 は支持さ れ た 。 さ らに ， 不
．
適切 な権

力 の 行使か ら制裁的 い じ め 加害傾向へ の パ ス 係数 （．24，

p 〈 ．OOI）は有意で あ り ， 仮説 6 は支持さ れ た 。 な お ， 不

適切 な権力の行使か ら異質性排除 ・享楽的い じ め加害

傾 向へ の パ ス 係数 （24 ，ρ＜ ．OO1） も 有 意 で あ っ た 。

考 察

　本研究で は，児童 ・生 徒 の 教師認知 が い じ め 否定 学

級規範 と 罪 悪感 予期 を媒 介 し て い じめ の 加 害傾 向 に 与

える影響 に つ い て 明 ら か に す る こ と を目的 と し た 。

日常的な教師 の 指導態度 の 影響

　ま ず ， 児 童 ・生徒 の 教 師 認 知 に っ い て は ， 受 容
・
親

近 ・自信 ・客観の 教 師認 知が高 い 生徒ほ ど い じめ否定

学級 規 範 を高 く意 識 し て い る こ と が示 され た。西 本

（1998） は 教師 か ら児童 ・生徒 へ の 影響 の 行使 を可能 に

す る資源 と学級文化 と の 関連 に つ い て検討 し ， 思 い や

り が学級文化 の 相違 に か か わ らず，児童 ・生徒 へ 影響

を与 え る教師の 資源 と し て 有効で あ る こ と を明 らか に

し て い る 。 ま た ， 三 島 ・宇野 （2004） は，児竜 は
， 教師

の 受容的 で 親 近感 の あ る 態度や，自信 の あ る客観 的 な

態 度を モ デ ル に
， 相手を尊重 し認 め 合う学級雰囲気を

醸 成す る こ と を示 して い る。本研究 の結果 は これ ら を

支 持す る もの で あ る。学級内 で 多 くの 児童 ・生徒が い

じ め に 否定的な評価 を下す た め に は ， そ の 前提 と し て ，

対人的な問題が学級内に 生 じ た時に，問題の 児童 ・生

徒 を い じ め る こ と で 解決す る 方略 よ り も適切 な対 人方

略が 存在す る こ と を，学級成員 が 知 っ て い る必要 が あ

る。受容的で親近感 を持っ こ と が で き，自信 をも っ て

客観性 の 高 い コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン 方 略 を と る 担任教 師

の も と に い る児童 ・生徒は ， 他者の 再び に 共感す る 方

法 や ， 攻撃的な児童 ・生 徒 と の 関わ り方，全 て の 児童・

生徒 と 公 平 に 接 す る こ と の 大切 さ ， 相手 に 自分 の 主 張

を納得 し て も ら う に は ど うす れ ば い い か
，

．
苫手 な こ と

や 失敗 に 対 す る対 処 の 仕方 な ど を，担任教師 を モ デ ル

と し て 学習 す る こ とが で き る 。

　 な お ， 担任教師 の 怖 さ の
．
認知 は い じ め 否 定学 級規範

と の 有意な 関連が 認め ら れ ず ，
い じ め 否定学級 規範を

高 く保 つ た め に ， 必 ず し も担 任教師が迫力 の あ る 怒 り

N 工工
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方 をす る 怖 い 先生 で あ る 必 要 はない こ とが示 された。

　さ ら に ， 受容 ・親近 ・自信
・客観の 教 師認知や ， 怖

さの 教 師認知 は，い じめ を行 っ た 後 の 罪悪感 予期 に 対

して も値 は 小 さ い もの の ，影 響を及 ぼ して お り，担任

教 師 は 親 しみ やす く受容 的 で あ り，自信 と客観 的な指

導態 度 を備 え て い る と考 えて い る児童 ・生徒や ， 担任

教 師 が
， 怒 る と怖 い と認知 し て い る児 童 ・生徒 は ，そ

うで な い 者 よ り も い じ め を行
．
っ た時に 高い 罪悪感 を経

験す る と予期 し て い た 。罪悪感は 自己 評価プ ロ セ ス の

中 で 生 じ る も の で あ り 〔M ，Lewis ，1999 ＞，児 童 ・生 徒 が

い じめ へ の 罪悪感 を抱 くた め に は ， 教 師や学級 集団 の

基準 や 目標 を覚知 し，そ の 基 準 や 目標 を取 り入れ て い

る必 要 が あ る。した が っ て
， 受容 ・親近 ・自信 ・客観

の 教師認知 が罪悪感 の 予期 に 影響 を与え て い る 理 由 と

し て ， 教 師 が 受 容的 で親近感 の あ る接 し 方 や ， 自信に

あ ふ れ た 指導 ， 客観性 に基づ い た 評価な ど を児童 ・生

徒 に H 常的に 示 す こ と で ，い じ め が 教 師の 期待 に 背 く

行 為 と し て 認識 さ れやす くな る と考 えられ る。ま た，

怖 さの 教 師認知 も同様 に，悪 い こ とをした時 に 教 師 か

ら迫力 の あ る 叱 られ 方 を さ れ る ほ ど， 教師が もつ 目標

や 基準を児童 ・生徒が 理 解 し や す い た め ， 罪悪感が高

くな る と考え ら れ る 。

　 不適切 な権力の 行使 の 教師認知 は，制裁的い じ め加

害傾 向 と異質性排除 ・享楽 的 い じ め 加害傾 向 に 影響 を

及 ぼ し て お り，教 師 か らの 不適切 な権力 の 行 使 を予期

す る 児童 ・生徒 ほ ど，両 タ イ プ の い じめ の 加 害傾向が

高か っ た。した が っ て ， 仮 定 して い た制裁 的 い じ め に

限 らず ， 異質性排除 ・享 楽的 い じ め に お い て も， 不適

切 な権力 を行使 し た 教師 の 指導 は い じ め の 抑止 に 繋が

ら な い ば か りか ， む し ろ い じ め を促進す る働 き を す る

こ とが 示唆さ れ た。三 島 ・宇野 （2004 ） の 研究 に お い て

も，児童
．・生徒 が

， 先生 の 言 う こ と を聞 か な い と罰 を

与 え られ ると認知 して い る こ と は ， 反抗的 な態度 を促

進 す る と い う結 果 が 示 さ れ て い る た め，学級 運 営 に

と っ て 好 まし くな い 状況 を生 み 出 す 要因 で あ る と い え

る。

い じめ に 否定 的 な学級規範の 影響

　 な お
，

い じ め否定学級規範は ， 罪悪感予期 の 促進 要

因で あ る こ とが示 さ れ ， 学級規範 が い じ め に 否定的 で

あ る と 認識 し て い る 児童 ・生徒 ほ ど ，
い じ め を 行 っ た

後 に 高 い 罪悪感 を抱 く こ と を予期 し て い た 。 こ れ は ，

児童 ・生徒 に と っ て い じ め を行 う こ と が ク ラ ス メ イ ト

の 期 待 に 背 く行 為 と し て 位置 づ け ら れ る た め で あ る と

考 え ら れ る。ま た ，い じ め 否定学 級規範 は ，制裁 的 い

じめ 加害傾向 と異質性排除 ・享楽的 い じ め加害傾向を

抑制 す る方 向で 影響 を及ぼ して い る。学級の い じめ に

否定的な集団規範 へ の 意識 を高 く持 つ こ とが ，
い じ め

の 加害 傾 向 を低減 さ せ る と い う本 研 究 の 結果 は ， 大

西 ・吉 田 （印 刷 中） や 大西 （20。7） と同様の もの で あ る。

友人関係 は 児童 ・生徒 に と っ て 学校 生活 の 適応感 を左

右す る 重 要な要因 で あ る （大 久 保，2005）。そ の た め，い

じ め 行為 が 学級 の 集 団規範 か ら 逸脱 し，他者 か ら批判

さ れ る可能性が あ る場合に は ，
い じめ を行 うコ ス トが

高 くな り，い じ め の 加害傾向が低 くな る と考え られ る 。

さ ら に ，い じ め 否定学級規 範 か ら制裁 的 い じ め 加 害 傾

向 よ りも，異質性排除 ・享 楽的 い じ め へ の パ ス 係数 の

値 が 大 き か っ た こ と は，異質性排除や 享楽を目的 と し

た い じめ の 方 が
， ク ラ ス メ イ トか らい じ め と して 認識

さ れ や す く，
い じめ に 否定的 な学 級規 範 の 影響 を受 け

や す い た め で あ る と考え られ る 。

罪悪感予期の 影響

　 い じ め に対す る罪悪感 の 予期 は，異質性排除 ・享楽

的 い じ め 加害傾 向 に 最 も影響 を及 ぼ し て お り， 仮 定 し

た通 り，い じ め に 対す る罪悪感 を高 く見積 も る 児童 ・

生徒 ほどい じめ の 加害傾 向が低 い こ とが 示 さ れた。罪

悪感 は ， と て も不愉快な 自分に対す る軽蔑の感情で あ

る （Hu 〔fman，1998）。 そ の た め ，
い じ め に対 し て 罪悪感

を持 つ こ と を強 く予期す る児童 ・生徒ほ ど，そ の 不愉

快 な感 情状態 を避 けた い と欲 し，い じ め行 為 を選択 し

な い と考 え ら れ る。す なわ ち，児童 ・生徒 が い じめ を

行 う こ と で 罪 悪感 を抱 くか 否 か は ，い じめ を防止 す る

上 で 重要 な要 素 で あ る と い え る。な お
， 罪悪感 は 他者

か ら 引き こ も る こ とな く， 罪 の 告 白や謝罪 ， 悪 い 行動

の 埋 め 合 わ せ をす る よ うに 動機づ け る機能 を有 す る こ

とが 明 ら か に な っ て い る くTangney ，　Burggraf，＆ Wagner，

1995）。ゆ え に ，い じ め加害者が 罪悪感 を も っ た 場合 に

は
， 被 害者 の 苦痛 を減 少 さ せ る た め に い じ め を 停 止 す

る こ と が 期待 で きる。罪悪感 の こ う し た向社 会 的機能

は，い じめ の 継続化や 深刻化，再発 を防 ぐた め に も有

効 で あ る u い じ め は 加 害者 の 利害構造 に 支 え られ て 蔓

延 ・エ ス カ レ
ー

トす る と言 わ れ て い る （1勾藤，2001）。い

じ め 否定学 級規範 や 罪悪感 の 予期 は，加害者 に と っ て

い じ め を行 う こ と の メ リ ッ ト を低 くし， デ メ リッ ト を

高め る役割 を担 っ て い る と考 えられ る 。

まとめ と今後 の 課題

　 本研究 に よ っ て
， 主 に 教 師 の 受容 ・親近 ・自信 ・客

観 と い っ た 態度 が ，学級 の い じ め に 否 定的 な 集 団規範

と い じ め に 対 す る 罪悪感 の 予期 を媒介 し て ，児童 ・生

徒 の 加害傾 向を 抑制 す る効果 が あ る こ とが 示 唆 さ れ ，

い じめ を防止 す る 上 で 教師の果た す役割の 重 要性が明
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らか に な っ た。教 師 の 児童 ・生徒 へ の 日常的 な コ ミ ュ

＝ ケ ーシ ョ ン を改善す る 具体的な 取 り組み と し て は ，

例 えば ， 教師 の ビ リーフ介入 プ ロ グ ラ ム が有効で あ る

と考 えられ る 。教 師の ビ リー
フ 介入プ ロ グ ラ ム に よ っ

て ， 児童 ・生徒の 受容や 親近 の 教 師認知 に 関連 す る 教

師の M 機能や ， 自信 や 客観 の 教 師認 知 に 関連 す る と考

え ら れ る教師の 魅力 の 勢力 資源 を高 め る こ と が 可能 で

あ る　（河村 ・田 上 ，ユ998）。

　最後 に 本研究 の 今後 の 課題 に つ い て 述 べ る 。 まず，

本研 究 で は 児童 ・生徒 の 教 師認知 ，
い じ め へ の 罪 悪 感

予期 を取 り上 げ て い じ め加害傾向 と の関連 に つ い て 検

討し た が，本研究で 着目 し た 要因 以 外 に も，ス トレ ス ，

自己 抑制，問題 解決能力，集 団 目標 な ど い じめ 否定学

級規 範や い じ め加害傾 向 に 影響 を与 え る要 因 は 数 多 く

想定 され る 。 こ れ ら の 要因 を含 め て ，い じ め 否定学級

規範 お よ び い じ め 加害傾向 と の 関連を検討す る こ と で ，

よ り効果 的な い じめ 防止 の 知見を提供す る こ とが で き

る だ ろ う。 ま た ．本研究で は，先行研究や 理論的検討

の な か で 仮定さ れ た モ デ ル を構成 し て 検 討 を進 め た が ，
一

つ の 質問紙調査か ら パ ス で 表現 さ れ る因果関係 を検

討 す る こ と は，手法、ヒに 限界 が あ る。今後 は ，
い じめ

に 対す る罪 悪感 を高 め る トレ
ー

ニ ン グ等 を実施 し ， ト

レ
ー

ニ ン グ の 事前 ・事後 で 児童 ・生徒 の い じ め 加害傾

向 の 変化 を検討す る と い っ た 縦断的研究で 因果関係 を

確認 して い く こ とが望 まれ る 。 さ ら に ， 本研究で は ，

個人 の行動予測 と して の い じ め加害傾向を扱 っ て い る

た め ．今後は 実際 の 行動傾向や 過去 の い じ め 経験 に 関

す る指標 を加え る こ と も検討 し た い ．
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Appendix

い じめ 加 害傾 向 の項 目例

享楽的 い じ め

A が 休 み 時閾 に 遊 び 仲間 の と こ ろ へ 行 くと，遊 び仲間 の 何人 か が 今 円か らB を仲 間 は ず

れ に し よ う と 言い ま した。B を 仲間 は ずれ に し よ うと す る 遊 び 仲 問の 理 由 は，「

仲 間 は ず

れ に し た 時の B の 反応 が お も し ろ い か ら」 で す 。
あ な た が A な ら，一

緒 に B を仲 間 は ず れ に す る と思 い ま す か 〜

罪悪 感予 期 張

も し B を仲 間 は ずれ に した ら．あなた は 罪悪 感 を もつ と思 い ま す か 〜

異質 性排 除 い じ め

で は，遊 び 仲 間が B を 仲 間 は ず れ に し よ う とす る理 由が ，

lB は服 装が み ん な と違 っ て 変 だ か ら」 とい う もの だ っ た ら …
こ の 場合，あな た が A な ら，一

緒 に B を仲間 はず れ に す る と思い ま す か ？

罪悪 感予 期 ※

も し B を 仲間 は ず れ に した ら，あ な た は 罪 悪 感 を もつ と思 い ま す か ？

制裁 的 い じ め

で は ，遊 び 仲 間が B を仲 間 は ず れ に し よ う とす る理 由 が，
「B が い っ も 自分勝 手 な の で，こ ら しめ た い 」 と い うもの だ っ た ら …

こ の 場 合，あ な た が A な ら，一
緒 に B を 仲 間 は ず れ に す る と 思 い ま す か 〜

罪悪 感予 期 ※

も し B を 仲間 は ずれ に した ら，あ な た は 罪悪 感 を も つ と思 い ま すか 〜

※ 罪悪 感 と は 1悪 い こ と をした な とか ，もう しわ け ない な．i と思 う気 も
．
らの こ とで す 。
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inflzaences of Stzaalents' Teacher Recognition on  Abzase
Awnffo aslsuf CCRApt,',47h' 5t"ool. c)F Ei)ocAwopt' .4AT) ll"･vAN devzzenviEitrv: MiGoy.･1 [,'Avl･TRwl'il MA.yt-/}fT KI,,RQK-v/4 (Fr.vel.roKA

   UA･lvRRsJl'lr- oF  Enr,-wonV  AAV)  7))st1]K4Ze,' Yc)Smox'I ((]1enDU,IIE SCHOOL O"' EDt,'C.XllON HviLm", DlrLELopn-vT; N･laom

               l.LviL'ERsm-V .1?lp.A",TsE jol.rRrvxL oF  llDLe4 TTo,"caL 11svc/HoLoc;y, 2009, 5Z  324-335

  The  purpose  of  the present  study  was  to examine  the influences {)f  students'  teacher  recognition  on  abuse.

Elementary  <n=240) and  junior high school  students  <n= 3e7) completed  a  questionnaire  that asked  about,  the

students'  teacher  recognition,  class  norms  regarding  abusive  behavior, the likelihood  that  the respondent

would  feel guilty because of  having abused  others,  and  potential participation  in abusii,e  acts  toward  a

cLassmate.  A  hypothesized model  was  inv･estigated by utilizing  structural  covariance  ana]ysis.  
'I"he

 results

were  as  follows : (a) the class  norms  regarding  abusive  behavior and  the likelihood o'f feeling guilty had  an

iiihibiting efiect  on  potential participatton  in abuse  botb for the sake  of amusement  ancl  for the sake  of

punishment,  (b) the students'  teacher  recognition  of  acceptance,  affinity,  confidence,  and  objectivity  had a

facilitative effect  on  the class  norms  regarding  abusc  aiid  on  the likelihood of  feeling guilty, (c) the fear of

the students'  teacher  recognition  and  the class  norms  regarding  abusive  behavior facilitat.ed the likelihood

of  feeling guilty, and  (d) the students'  teacher  recognition  of punishment  suppressed  the students'  potentiul

particjpatjon  in abuse,  both for the sal{e  of  amusement  and  for the sake  of  punishment.  The  importance of
teachers' influence on  preventing  abuse  was  discussed.

   Key  Words  : abuse  of  other  students,  c]assroom  norms,  teacher  recognition,  guilt about  abusing  others,

elernentary  and  junior high school  students
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