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行動的ア プ ローチ を中心 に一

嶋　臼　洋 徳

（新潟大学人文学部）

1． は じめに

　本稿で は，本年度の 教育場 面 に お け る臨床心理学的研

究 を展望 し， 研究の 動向や課題に つ い て考察す る こ と を

目的 と した。対象 と し た資料 は ， 目本教育心理 学会第40

回総会発表論文集〔1998）， 日本心理 学会第62回大会発表論

文集（1098），日本 カ ウ ン セ リ ン グ学会第 31回 大会 発 表論文

集 qgg，g）， 日本健康心 理 学 会第11回 大 会 発 表 論 文 集

（19Y8）， 凵本行動療法学会第 23回大会発表 論文集 （］997）
，

お よ び1997年 7 月 か ら］998年 6 月に公刊 され た雑誌か ら，

教育心理学研究，心 理 学研究，カ ウ ン セ リ ン グ研究，健

康心理学研究 ， 行動療法研究 ， 心琿臨床学研究 で あ る 。

また本稿で は，特に 行動的ア プ ロ
ー

チ の 観点か ら行 わ れ

て い る研究を巾心 に展望を行 っ た 。

　本年度 は，平成 7 年度 に 開始 された文部省の ［ス クー

ル カ ウ ン セ ラー活用調査研究委託事業．1が 急速 に 全国的

に 拡大 され た 影響 もあ り，ス ク
ー

ル カ ウ ン セ ラー 似 下，

sc と晦 己）の 活動 や そ の 効果 ，
　 SC と教師 との 連携 な ど に

関す る研究 が 多 く見受 けられた。また ，
こ こ 数年来の研

究動 向と同様 に，不登校 や い じ め な どの 問題行動 ， そ の

前駆症状 と も考え られ る学校不適応感や学校 ス トレ ス な

ど に 関す る研究 も多 く見受 けられた。さ ら に ， 社会問題

に もな っ た 少年犯罪の増加を背景と して ， 攻撃行勤 の 心

理学 的考察や介入 など， 最近 の 教育現場 で 抱 えて い る問

題 が そ の ま ま研究テ ーマ に 反映 された形 とな っ た。そ こ

で本稿で は ，
こ れ らの研究テ ーマ 別に展望 を行 っ た。た

だ し，各研究 テ
ー

マ は互 い に 密接 に 関連 して お り， 本稿

の 分類 は便宜的 に 行 わ れ た に す ぎな い
。

2． ス クール カ ウ ン セ ラー （SC） に関する研究

（1） SC の役割 ・必要性

　学校の 教師に よ る学校教育相談の 定義 に つ い て は，大

野 q998）に よ っ て 詳細 に報告 さ れ て い るが ， 専門家 と し

て SC に 求 め られ る も の は ， 従来型 の カ ウ ン セ リン グ だ

けで は な く，学校場面 に お け る コ ン サ ル テ
ー

シ ョ ン の 比

電 が 大き い
。 伊藤 ・中村 （1998） は，教職歴 の 有無 に よ る

SC 　2 群 に 教師群 を加 えた 1　ffiで ， 期待 す る 役割 や SC に

必要 と考え る条件な ど の 意識 の 比較を行 っ た 。 そ の 結果，

教師は 双 方 の 専門性 を 折衷 した 役割を期待す る の に 対し，

教職経験が な い SC は両者 の 専門性 ， 経験が ある SC は

両方 に積 極的な関わ り を期待 して い る こ と を報告 して い

る。 また教師 は，SC に 求 め る条件 と して教職経験 を比較

的重視 して い る こ と を明らか に し て い る。

　 また 武 内 ら （p．236）は
，
SC 派遣校の教師を対象に，　 SC

に対す る期待 と懸念に関 し て 調査 を行 っ た結果 ， SC 派

遣直後 に は カ ウ ン セ リ ン グの みな らず ， 人間 関係 の調整

や 教育的援助，啓蒙活動 とい っ た多様な活動を 期待 し て

い る こ と ，

一
方 で SC の 入 物像 や 時間的制約 を懸念 し て

い る こ と を報告 して い る。三 浦 ・石隈（p．36D も，　 SC ニ
ー

ズ の 調査 を 実施 し，SC に は 学校組織 α）
一

員 と し て協働

を重視 する組織的援助活動が期待さ れ て い る こ と を報告

し て い る。ま た 中島 ら （1997）は ， 小中学校の 教 師を対象

に SC に 期待す る活動や 資質を調査 し た結果，専門的 な

直接援助や リエ ゾ ン 機能を期待 して い る こ と， 周 囲 との

関係性 を尊重す る 人格を求め て い る こ と ， 教員経験や免

許を有す る 期待は 低 い こ と を報告 して い る 。

　
一

方 で ， 関根 ら （p．363）は ， 小学生 を対象 として SC の

ニ
ーズ を調査 した結果 ， 自分 に とっ て SC を必要 と し た

児童 は 3割強， 学校 に と っ て 必要 と した児童 は半数を越

える こ とを報告 して い る。また横島ら （p．362）は，高校生

を対象 と し て SC ニ
ーズ に 関 す る 調査 を実施 し ，

　SC 制度

の肯定的意見が 7割程度で ある こ と ， 高校生 に 求 められ

る SC 像は 「頼 りが い が あ り気軽 に 応 え て くれ る親身な

同性．」で あ る こ と を報告 し て い る。 以上 の 研究結果 か ら，

SC 制度 を定着 さ せ て 高 い 効果 を あげ る た め に も ，
　 SC の

役割期待の ギ ャ ッ プ を修正 す る こ と ， そ こ か ら派生す る

問題 を早急 に 解決す る こ と， お よび教師ば か りで は な く

児童生徒 に 対す る SC の 啓蒙活動 を行 っ て い くこ と が必

要 で あると考 えられ る。

  　コ ン サ ル テー
シ ョ ン の 実際

　SC の コ ン サ ル テ ー一シ ョ ン とい う役割的観点か ら，亀

冂 （1998 ）は ， 学校 シ ス テ ム へ の 臨床的接近法 と して
，
SC

が シ ス テ ム 全体 の 心理教育的 コ ン サ ル タ ン ト と し て ， 学

校が児童生徒 の 学習と発達 の 場所 と し て 最高 に 機 能す る

よ う に 働 き か ける こ と の 必要性 を指摘 して い る 。 金谷 （p．
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358） も教師と SC の 立場の違 い を認識さ せ た奏効事例 を

通 じて 連携 の 必要性 を指摘 し て い る が ，
コ ン サ ル テ

ー

シ ョ ン プ ロ グラ ム そ の も の を持た な い 学校 の 場合 に は 課

題が残 る と述 べ て い る 。

　福井 （1998）は，コ ン サ ル テ ーシ ョ ン と し て 全教師に 対

して カ ウ ン セ リ ン グや問題 の 早期対応の 効果に関す る基

礎知識 の 周知を行 っ た後 ， 担任 ， 長欠担当教師 ， 生徒指

導主任 ， SC の 学校 内 に お け る役割 を明確化す る こ とを

提案し て い る。また 逸見 （1998〕は ， 教師の 希望が コ ン サ

ル テーシ ョ ン で あ る場合が多 い こ と を踏ま え， そ の 方法

と し て ， 情報交換 ， ア ドバ イ ス ， 事例検討 と い う 3つ の

水準を提案 して い る。 田村 ・石隈 （p．360）は，担任教師 ，

保護者，お よ び SC で コ ア援助 チーム を構成 し，保護者の

援助協力の状況に よ っ て 4つ の典型的な タ イ プ に分類 し，

そ の基本方針 に 従 っ て 具体的 な 活動 を行 う こ と を提案 し

て い る。 また ， 太田 （p．229）は ， 教師 と家族の連携を促す

た め に は ， 具体的な学習主題を持っ た 心理教育 の 必要性

を指摘し て い る。さらに ， 伊藤（1998）は ， SC 制度 の 効果

を あげ る た め に は，SC が 学級風 土 を踏ま え て 行動す る

こ とが 重要で あ る こ と を指摘 して い る 。

（3） SC 活動 の 特異性

　佐野 （p．359）は ， 公 立中学校の 教師は SC か らの情報提

供 を要望 し て い る と指摘し， 守秘を カ ウ ン セ ラー個人 で

は な く学校全体 で とらえる必要性を述べ て い る。ま た 丹

治 （1998）は，文部 省の 委託事業が 2年間 に 限 られ て い る

以上，終結に至 る こ とが困難 な事例が 出て し ま う こ と を

指摘し て い る。さらに ，東條 らq998）は ，
　 SC は一・一定の治

療動機づ けが期待 で き る事例 の み を担 当す る わ け で は な

い こ と を踏 ま え ， 来談者が面接場面 に 対 し て い か に満足

し て い る か に注目す べ きで あ る と指摘 し て い る。し た

が っ て ， SC は こ の よ うな特異性を意識 して 活動を行 う

必要 が あ る と考え られ る、、

3． 学校内外 の教育相談ス タ ッ フ に関する研究

（1） 教育相談担当教師 へ の 援助

　SC 制度は次第 に 拡大 し て い く傾向 に あ る が ，そ の 勤

務形態な どか ら学校内の 教育相談 ス タ ッ フ に 求 め られる

カ ウ ン セ リ ン グ的役割 の 期待 は依然 と して 大 き い
。 伊藤

（1997u ）は ， 教育相談へ の取 り組み に つ い て は教師経験が

長い ほ ど 自己 評 価が 高 い が，相談室 の 運営 に つ い て は経

験の 長さ と無関係 で あ る こ と ， 学外研修 は 現状が 即効的

に 変化 す るわ け で は な い が ，個人 の 意欲や態度 に は効果

が見 られ る こ と を明らか に して い る。ま た ， 学校内 の 体

制づ くりを進 める に は，教師間の横の っ なが り と管理職

との縦の つ なが りの 関係調整の 技術を 養成 す る プ ロ グ ラ

ム を学外研修に 盛 り込 む べ き で あ る と指摘 して い る 。

　また小島勇 〔1998＞は，ク ラ ス が 崩壊寸前の教師に 対 し

て ，
コ ン サ ル テ

ー
シ ョ ン を行 う こ とで効果が得ら れ た事

例 を報告 し て い る。同様 に ， 鈴木康明 （1998）は，暴力 的

で無気力な男子 高校生 の 事例 を通 して ，接触す る機会 が

多い 教師 が 行 う援助活動を，カ ウ ンセ ラーが支援 して い

くこ との重要性を指摘 し て い る 。 また佐藤 （1997）は，行

動療法で も学校を基盤 とした実践 を視野 に 入れ る べ き で

あ る と主張して い る 。

・．一
方 ， 長 坂 （1998）は ， 教師カ ウ ン

セ ラ
ーが 業務 を行 う際に は，独自の ア イデ ン テ ィ テ ィ を

持 つ こ とが 必要で あ る と 指摘 して い る e

（2） 養護教諭 へ の 援助

　学校内 の カ ウ ン セ リ ン グ的対応 を考 え る際 に は，SC

と な ら び養護教諭に求め られ る役割 は大 きい に もか か わ

らず，

一
般教師 の 考え方 と の 間 に 解離 が 生 じ る 場合 も少

な くな い 。宮本・
伊藤 （p，372） は ， 日常の保健室 の や りと

りを 紙芝居 ビ デ オ に し， 保健室で さ ぼ る生徒や微熱があ

る生徒 と比 較しなが ら，保健室登校の生徒に つ い て教師

の怠け の 認知 の 程度 を測 定し た 。 そ の結果 ， 保健室登校

の 生徒 を担当し た経験が あ る教師は ， 積極的 に働 きか け

る べ き で は な い と評定 した が ，不 登校生徒を担当し ただ

け の 教師 は， 保健室登校の 生徒 に厳 し く接す る 教師 に 対

す る 好意度 が 最 も高か っ た こ と を報告 し て い る 。 こ れ は ，

教師が 不登校の 生徒に 接 して い るだ けで は ， 保健室で行

わ れ て い る 活動 を必 ずし も十分 に 理解で きな い とい う こ

とを示唆す る と考え られ る 。

　 ま た 伊藤 （1997b）は，養護教諭 に 求め られ る役割 を，医

者的役割 ， 教師的役割 ， カ ウ ン セ ラー的役割 と 3 つ に 分

類 し，日常業務 に お け る 役割比率 と その満足度に っ い て

調査を行っ た結果 ， 役割比率，満足感と もに小学校で は

医者的 ， 中学校 で は カ ウ ン セ ラー的役割が最 も高 い こ と

を示 して い る 。 また ， 養護教諭 が や りが い を 見出す に は ，

他の 教職員と の 連携 に 関す る知識と技術 を習得す る こ と，

自らの専門性に 自信 を持つ こ と ， 保健室業務 の 理解を 得

る よ う努力す る こ と ， SC との 役割分業と協力体制の再

構築を行 う こ と が 重要 で あ る と指摘し て い る。さ らに，

高 工 ・前田 （1998＞ は ， 小中学校 の 養護教諭 に 相談的対応

に 関す る意識調査 を行 っ た 結果 ， 勤務す る学校 の 規模 に

よっ て 意識 に 差異があ る こ とを指摘 して い る。

（3） そ の 他の相談 員 ・外部相談機関

　 学校内 に は，従来に な い 形で相談業務に 携わるケ
ー

ス

が 出 て き て い る 。 春 山 ら （19．・98） は，心 の オ ア シ ス づ くり

事業さ わや か 相 談室 の 活動内容を報告 し て い る 。 こ の よ

うな形で の相談業務 は，相談員が 学校内に常駐 して い る

と い う利点が あ る こ と か ら， 業務遂行 の 成果 に 関す る実

証 的研究が早期 に 望 まれ る 。 ま た 」P川 ら q997）は，公立

外部相談機関 の 適応指導教室 に お い て ，児童生徒 の 通室

一 121−一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

教 育 心 理 学 年 報 第 38 集

時の状況 と現在の状況を比較する中か ら， 適応指導教室

の 機能 に 関 して 検討 を行 っ た 結果 ， 人間関係の学習，補

習な ど 4 つ の 機能 が 見出 され た こ と，お よび通所生 の 耐

性を育 て る具体的援助 ， 外部 との運携な どの 問題点が あ

る こ と を報告 して い る 。 また 目黒 （1998）は ， 社会的援助

組織 の リエ ゾ ン に よ る中 3女子不登校事例 を通 して ，心

理 士 と ボ ラ ン テ ィ ア な ど の 非専門家 との運携で も援助が

可能 で あ る と指摘 して い る 。 さ ら に 山谷 （p．382＞は，社会

教育施設 の 野外活動 に よる 不登校児へ の援助に お い て も，

外部 との連携が 必要で ある こ とを指摘して い る。

4． 不登校 に閼する研究

（1） ア セ ス メ ン ト

　 不登校 の 児薫生徒 の タイプ は多様で あ り， 単
一

の視点

を持つ だ け で は 理解す る こ とが 困難で あ る。張替 ・上里

（1998）は ， 中学校で多発す る 不登校の 予防的査定 を目指 し

て ，多面 的に 不登校傾向を と らえ る た め の 小学生 用 不 登

校傾向尺度の作成を試み て い る 。 下位尺度 は，学校 ぎ ら

い 感情，学校場面 の 回避，心身 の 疲労感 か ら構成 さ れ る 。

ま た 山本 （p．380）は ， 神経症タイ プ の 不登校事例 と比較す

る こ とに よ っ て ， 無気力タイプ の不登校の 形成因と無感

情状態 に つ い て の 検討 を行 っ て い る
。 その 結果 ， 無気力

タイプ は ， 乳幼児期の 人見知 り な ど は少な い が 母親 か ら

賞賛 を 受 け る 機会 が 少 な か っ た こ と
， 母親は 過モ渉あ る

い は無関心拒否的な養育態度で あっ た こ と，…一・時的な衝

動 は多 く体験 して い る が持続的感情は あ ま り表 出し な い

傾向に あ る こ と を報告 し て い る。

  　行動的介 入 の奏効事例

　不登校 の 児lt；生徒 に対 して 行動 的介入 を行 い 効 果が得

られた事例は多 く報告さ れ て い る。tt．ヒ肥 q99の は 小 2 女

子 の 事例 に対 し， 治療者か ら積極的に 登校を禁止す る こ

と に よ る登校葛藤の 軽減， ト
ーク ン エ コ ノ ミ

ー
を使 っ た

登校行動の形成 ，
お よ び学習生活習慣形成な どの 登校 レ

デ ィ ネス の 形成を行 っ た 結果，顕著な効果 が 得 られた こ

と を報告し て い る 。 また 佐田久 ・杉山 （ユ997） は ， 長期不

登校の 中 3女子 の 事例 に 対 し，行動 の 先行刺激 で あ る学

校へ の 否定的な 言語行動 の 変容 を試 み る こ とで 外顕的行

動 の 変容 を促す介入 を行 い ，望 ま し い 効果が得ら れ た こ

と を報 告 し て い る。古 口 ら C1998｝ は
， 不登校 の 治療効果

の 定着を目指して絶食療法を実施 し た 。 そ の結果 ， 未熟

性，集団適応ス キル の 不 足 が 大 き く関与 して い る事例 に

対 し て は ， 行動医学的な 治療の定着 ， 新た な 認知行動様

式の 獲得 に 効果的で あ る こ と を 示 し た。さ ら に 石浦 ・塚

野 （pβ紬 は ， 小 6 女 子の事例に対 し訪問面接 と い う形で

介入 を行 い ，興味を持て る活動の促進，母親 の 心理的安

定，不安緊張 の 低減，自己効力感 を高 め る とい う行動的

な目標 を立 て て実行 し，顕著な効果 を得られ た こ と を 明

らか に して い る 。 そ し て小野 ら （p、394）は，中 3男子 の症

例を通し て ， 継時的接近 の観点 か らの行動形成を行い ，

不登校 の 改薄が見 られ た こ とを報告 し て い る。

　勝俣 （1998）は ， 中 3男子 の事例に対し，電話記 憶療法

を用 い て ， 朝起 き の 達成 ， 登校へ の 抵抗除去を目的と し

た介入 を実施 し， 生活習慣形成に効果 が あ っ た こ とを示

して い る 。 ま た森本 （ユ998）は ，高 1 ，高 2 女 子 の ：事例 に

対 し， 身体症状 と そ の 時の感情に着目した セ ル フ モ ニ タ

リン グ を実施 し，顕著な効果が得ら れ た こ と を報告 して

い る 。 さ ら に小野
・
小林 U997） は， 中 2男子 の事例に つ

い て，社会的 ス キル の 欠如 を不登校 の 先行条件 と し，TV

ゲーム が不登校状態の 強化刺激 とな り， 随伴症状 と し て

の 肥満 が 不 登校状態を促進 して い る と行動分析 し，そ れ

に 基 づ い た 具体的 な 介入 を行う こ とに よ っ て効果が 得ら

れた こ と を報告 して い る。一一・一
方，室 田 （p．385）は ， 不登校

状態 か ら単純 に 登校が可能に な っ た とい う こ とで 問題 を

解決 した と と ら え る の で は な く，本人 の 自我機能 の状態

や家族内力動，家族 と 本人 との 心 理 的緊張 の レ ベ ル な ど

が ， 本人 の状態に合わせ て変化 して い る か に着目す る必

要性を指摘して い る 。

（3＞ 不登校介入 の 予後

　不登校事例 に対 す る介入 は，短期的効果 ばか りで は な

く， 介入 の 予後 に も着 目す る必要があ る 。 古［二］ら （p．387＞

は ， 治療や相談介入 を受け た児童生徒 の 予後 に つ い て の

報 告が 介入方法や予後の 指標が
一
貫 し て い ない 点 を考慮

し て ， YG ，　CMI を 用 い た 現在の 社会適応状態 を指標 と し

て
， 心療内科の不登校入院治療例の 予後状況 を検討 した 。

そ の結果 ， 行動療法，絶食療法 を中心 とす る 心療 内科の

入院治療例 は予後 が概ね良好で あ る こ と を報告 し て い る。
一方， 佐藤 ら （p．386）は，従来 の 不登校の 予後に関す る研

究 は ， 医療機関や 教育根談機関 に よ っ て 行われ て い る こ

と が 多 い こ とか ら， オープ ン シ ス テ ム の 親の会に お ける

調査 か ら予後を予測す る因子 を検証 した 。そ の 結果 ， 親

の 学校執着の 放棄 ， 不登校の経過年数 ， 親の過保護過干

渉傾向の 少な さ ， 母親 の 社会的交流が 良好な予後 に寄与

す る こ と を示 して い る 。

（4） 親へ の 支援 プ ロ グラム

　茨木 （1998）は ， 不登校児童生徒 の 親 の 目標 は ， 不登校

の児童生徒 自身が 自発的な行 動を選択 しやす い 環境 を作

る た め ， 登校を拒否 した 時の 強化随伴性 に 注 目し不登校

維持要因を自覚 して ，それ を最小化す る こ とで ある と指

摘 し，行動分析 モ デ ル か ら不 登校児 の 親 の 支援 プ ロ グ ラ

ム を提案して い る 。 プ ロ グ ラ ム を実行 した結果 ， カ ウ ン

セ ラー
の 対応 が 個別 か らグ ル ープ ヘ シ フ ト し， カ ウ ン セ

ラ ーが親の会に間接的に関わ る こ とで ， 依存状態 か ら早
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期に 脱却で きた こ と を報告して い る。

5． い じめ に 関す る研 究

（1） 研究法

　 い じめ は構成概念の定義の 不
一

致な どか ら， 研究結果

を比較す る こ とが 難 しい 。神村 ・向井 （／998） は ， わが国

の い じめ に関す る最近 の 実証的研究の展望を行 っ た 。 そ

の結果 ， 実証的研究を行 うため に は ， 操作的 で限界 を明

確に した 定義づ けが 行わ れ る こ と，方法論的観点か ら，

縦断的測定を行っ た相関研究 ， 竝人 ス キ ル の水準な ど の

交絡変数を統制し た疑似実験研究，い じ め に対す る介入

の 効果 を検討 した 事例研究 の い ず れ か に 分類 さ れ る研究

が行われ る こ とが 必要 で あると指摘 して い る。

  　い じ め の 認識

　笠井 （1998）は ， 小 中学生 の い じめ の判断に影響を与え

る要因 を検討し た。加害者の 人数，加害者と被害者の 関

係 ， 行為 の背景 ， 行為の 形態 を操作した具体的な場面を

設定 した 結果，小学生 の 人数要因 を除 い た す べ て の 要因

が い じ め認識に影響を与え る こ と ， 中学生 は い じめ認識

が 相対的 に 低 い こ と を報告 して い る。した が っ て 中学生

が い じ め を目撃して も重大ない じ め とは 認知さ れ に くい

危険性がある こ と，また無視な ど は加害者 と被害者 の い

じ め 認識の ズ レ が大き い こ と を指摘し て い る 。

  　い じめ へ の行動的介入

　こ二俣 ・杉山 （1　9．　9．　7＞ は そ の
一

連研 究 に お い て （1〜2 ）
，

い じ め を取 り巻 く相互 作用 ， 随伴性の分析の必要性 を指

摘 し，
100ケ ース の 自験例 か ら，い じめ は 社会的 に 強化 を

受けに くい 巾間層の 子 ど も間で起 こ りや す い こ と を指摘

し て い る 。 また 介入 方法 と し て，被 い じめ児 に 対 して 活

動水準 をあげるた め の 正 の 強化，い じ め に 抵抗す る ス キ

ル の 形成 ， ク ラ ス 内で 強化 さ れ る ス キ ル の 形成 ， ク ラ ス

全体に対 して 暴力 に 紺 する抵抗反応 の 形成 を行 い 顕著 な

効果が得ら れた こ とを報告 して い る。そ して ， 被 い じめ

児 の 主張性 の 低 さが 問題 を 持続 さ せ る一
因 と な っ て い る

こ と，い じ め に対す る周囲か ら の注目が強化に な っ て い

る こ と
， 教師 の 介入 の 多 くは 回避反応 と して 陰湿化 を引

き起 こす 可能性があ る こ と も指摘 して い る。

（4） い じめ へ の 対応 と影響

　香取 （p，392） は ，
い じめ に対 す る立場 の 違 い を考慮 し

て
， 他者尊重や精神的強さ の 獲得な ど の い じ め の プ ラ ス

の側面 とマ イ ナ ス の側面を回顧的に検討 し ， 被害者経験

の み の 学生 は，被害加害を両方を経験 し た学生 に 比 べ
，

情緒的適応 の 側面 に マ イ ナ ス の 効果 が 見 られ た こ と を報

告し て い る ． ま た 清水 ・瀧野 （19981 は ，
い じめ の 加害者

に 影響す る被害者 と第三 者の 反応 を検討した結果 ， 被害

者 の 行動 に か か わ らず ， 第 三 者 が 被害者を擁護 する とい

じ め行動は抑制さ れ，第三 者が は や した て た り黙認 す る

と助長 され る傾向に ある こ と を報告 してい る。一
方 ， 佐

藤 ・勅使河原 （p．393）は ， 大学生 を対象 と し て
， 回顧的 に

い じめに 対する教師 の 対応 の有効性 を検討した 結果 ， 加

害者側の み で は な く双方へ の 働き か け が 有効で あ っ た こ

と，程度 の 軽 い い じめ ， 観衆が い な い い じめ は早期に解

決 した こ と を報告し て い る。また ，教師を対象 と した調

査 で は ， 被害者が無抵抗で あ っ た場合 ， 双方か ら話を聞

い た場合，被害者 に 注意や叱責 をしなか っ た場合の い じ

め が ス ム ーズ に解決 し た こ とが 明 らか に されて い る。さ

ら に ，上地 ・児 玉 （1998） は
， 中学生 の い じめの 対処法 の

有効性に関し て 生徒と教師の 評価 を比 較し た 結果，周囲

の 大人 の 介入，無抵抗や服従な どの 対処法 の 認知 に大き

な 差異 が 見 ら れ た こ と を報告 して い る。

  　い じめ の 原因

　神藤・齊藤 （p．389） は，中学生 を対象 に い じめ と学校 ス

トレ ス の関連 を検討 し て い る 。 階層的重回帰分析の結果 ，

学校 ス トレ ッ サ ー
の 経験 が 八 つ 当た り的対処 を助長 し ，

不機嫌怒 り感情を増大さ せ ，い じ め行動 を引き起 して い

る可能性があ る こ とを報告 して い る。また岡安 。高山 （p，

388） は ， 中学生 の い じめ被害 ・加害経験 と心理的 ス トレ

ス との 関連性 を検討 し，い じめ被害 を受 けて い る生徒 は

も ち ろ ん の こ と ， 加害者の 生徒 も不機嫌怒 り感情 や 無気

力の ス トレ ス 反応を強 く表出して い る こ と ， 被害者 と加

害者の 大 き な 差異 は 抑 うつ 不安反応 の 有無 で あ る こ と を

明 らか に して い る 。 さ ら に ， 向井・神村 （1998） は ， 子 ど

もの 攻撃性 と い じめ に 関す る 研究 の 展望 を行 い
， わが国

で は攻撃性の形成や い じめ ら れ た 児童生徒の長期的適応

を検討 す る試み は ほ と ん ど 行 わ れ て い な い こ と， 欧米で

は い じ め を現象で は な く行動 と と ら える研究姿勢 を背景

に ，
い じめ られ る側 よりも攻撃的な児童生徒 に 研究 の 焦

点 が 当 て られ て い る こ と を指摘 して い る。わが 国 に お け

る い じめ に 関す る研究 も こ の ような視 点 を持 つ こ と に

よ っ て ， これ まで に な い 知見が 得ら れ る と考え られ る。

6． ス トレス ・学校適応に 関す る研究

（1） 学校 ス トレ ス

　児童生徒の 問題行動の発生や 維持の背景と し て ， ス ト

レ ス の 問題 を考慮 して お くこ とも非常 に 重要で あ る と考

え られ る 。 神田 ・大木 （1998） は ， 中学生 の 心理 的ス トレ

ス 過程 の 先行要因 と して
一

般統制感 の 影響を検討し た結

果 ， ス トレ ッ サーを経験 した 時 に
一

般的統制感 を背景 に

した 立 ち 向か い 的 反 応 ， 問 題中心 型 の 対 処 が 生 起 す る こ

と，そ の 際 に 生 じ る感情的反応 が 後 の 対処行動 に 影響 を

与 え る
’
可能性があ る こ とを示 して い る。また三 浦 ・上里

（1998）は，高校入試時期 に お け る心理的ス ト レ ス に っ い て
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検討し た結果，入試の影響性の認知が多様なス トレ ス 反

応 を表出す る重要な要囚 と な っ て い る こ と
， 反応 の 軽減

に は入試に 対す る統制感 を高め る こ とが有効で あ る こ と

を報告 し て い る。西 田 （p．174） は ， 小学 生 を 対象 と し て ，

学校 ス トレ ッ サ
ー

認知 の 発達的変化 を検討 した結果 ， ス

トレ ッ サ ーの質的 な 違 い に よ っ て 児童 に強 く影響 す る発

達段階 が 異な る こ と を示 し て い る 。 さ ら に 嶋田 （1998）

は ， 小中学生を対象 に ス トレ ス反応 の 表出水準 の 検討 を

行 っ た結果 ， 個人内 の 情動的反応 ， 認知行動的反応，身

体的反応の そ れ ぞ れ が，異な る水準の ス トレ ス を測定し

う る指標 で あ る こ と を示唆 し て い る 。

  　ソーシ ャ ル サ ボート

　荒川 ・甲斐 （p．391） は
， 小学校 か ら中学校へ 進学す る こ

と に 伴う発達的，状況的な移動の危機に お け る心理的 ス

トレ ス と サ ポートの 関連性 を検剤 し た。そ の 結果 ，日常

的な学校ス トレ ス と は異 な り， 両親， 先生 の サ ポートの

ス ト レ ス 反 応軽減効果が見 られなか っ た こ と を示 して い

る。また森
．
ド（19．　98）は，小学生 か ら高校生を対象と して

サ ポートの学校 ス ｝・レ ス 軽減効果 を検討 して い る。その

結果 ， 反応 の 種類 と発達段階 に よっ て 効果 が 異 な る こ と

を 示 し て い る 。 菊島 （199η は ， 大学生 を対象 と して 回顧

的 に 高校生 の 不登校傾向 に つ い て ，共分散構造 分 析 を用

い て モ デル 化を試み て い る。その結果 ， 不登校傾向 の 直

接的要因と して 友人 と教師 ス トレ ス ， そ の 背景 に親と学

業ス トレ ス が存在す る と い うモ デル が得 られ た こ と， サ

ポートは 不登校傾 向へ の 直接的 パ ス とス トレ ス を介し た

間接的パ ス に 同程度に有効で あ る こ と を報告して い る。

また 森 ・堀 野 （1997＞ は ，小学生の 絶望感 とサ ポートの 関

連性 に 対す る 達成動機の 調整変数と して 0）影響を検討 し

た結果， 達成動機が高 い 場合 の み に サ ポ ー
トが絶望感の

軽減 に有効 に 作用す る こ と を報告 し て い る 。

（3） 学校適応 ・問題行動

　高梨 ら （p．228）は，高校生 の 学校適応 に 関 し て ，生徒 の

出席状況か ら 5群 に分 けて 検討 を行 っ た 結果 ， 欠席遅刻

中群が 最 も学校 や ク ラ ス の 満足度が低 く人 間関係 を 否定

的に 受 け 止 め て い る こ と ， 遅刻多群が最 も友人 関係 を肯

定的 に と らえて い る こ とな ど を報告して い る 。 また西口

（1998）は ， 小学生 を対象に問題行動 の 生起率 を検 討 した結

果，授業中の 私語，怠惰な清掃活動， け ん か などが多 く

観察さ れ た こ と を示 し て い る 。 さ ら に
， 野 口 （1998） は，

高校生 の 問題行動 の 発生状況 を整理 し た結果，学年や 時

期 に よ っ て特徴的傾向 が あ る こ と を示 して い る。

7． 非行 ・攻撃行動 に 関する研究

（o　非行

　椙賀 ・小瀬 （1998） は一一連研究 〔1 〜3 ）の 中で ， 中学生

の非行の徴候 と考えられ る行動を抽出し ， そ れ らに対す

る教師 の 認知を検討 し た 結果，自己顕示行動 ， 交友 関係

の 乱れ な どが徴候 と認知 さ れ る こ と ， PM 理論の P 型 の

教師が そ の よ うな認知を しや す い こ と を示 し て い る。

  　攻撃行動

　木野 （p．205｝は，大学生 を対象 に 対人場面 に お け る怒 り

の表出方法を検討 し ， 後輩以外に は遠回 し ， 表情や 口 調

な どが多 く用 い られ，感情的攻撃は用 い られ に くい こ と

を示 し た。ま た神村 ・嶋田 （1998） は，中学生 の 攻撃行動

と学 校 ス ト レ ス の関連 を検討 し， 対人 的学校 ス トレ ッ

サ ーを 経験 す る と多 くの 生 徒 が 不機嫌 怒 り感情 や 言語的

攻撃行動 を表出す る
一

方 で ， 身体的攻撃行動 は 敵意性が

高い 生徒に 顕著に見 ら れ る こ とを 示 した 。 さ ら に 小林 ・

小川 （p．墹 は ，
P −F ス タデ ィ を用 い て 中学生 の 怒 りを検

討し た結果，自責的反応の 出現率が 低く，中学生は
一

般

に怒 り を外に向け る傾向に あ る こ と を示 して い る 。

　
−tt方，鈴木敏城 （1998＞は，教師か ら見た キ レ ル 児童生

徒の 普段の行動特徴を記述 した結果 ， 落ち着きが ない
，

責任転嫁するな ど が多 く観察 さ れ た こ と を示 して い る。

ま た外山 ・桜井 （1998） は ， 小学生 の攻撃行動の低減に

は，従来 ス トレ ス 反応 の 低減 に 有効 で あ る と さ れ て き た

家族 サ ポー トで は な く， 先生 や 友 人 サ ポートを 高 め る 方

が有効 で ある こ と を明 らか に して い る 。

（3） 攻撃行動 へ の行動的介入

　梅 下 ・杉 山 （1997）は，粗暴 な行動 を示す小 1男子 に 対

し て，正 の 強化 を受け る機会が乏 しい 授業場面 をシ ュ ミ

レ
ー

トして 周囲 か ら正 の 強化 を受 けやす い ス キル 形成 を

行う介入 を行 っ た結果 ， 獲得 された行動が安定 して 強化

さ れ る こ と で
， 教師 や 周囲 の 児童に 対す る否定的 な 認知

に変化が生 じ，攻撃行動の変容が見られ た こ と を報告し

て い る。また高橋 ・杉山 （1997） は
， 顕著な非行行為 を示

す 中 3男子 に対 し て ， 緊張の レ ベ ル を低下 させ る こ とで

周 囲の 刺激価を相対的に 低下 させ ，問題行動 に 先行す る

言語刺激の変容を起 こ す介入 を行 っ た 結果 ， 望 ましい 言

語反応 を先行刺 激 と し て 機能さ せ た こ と に よ っ て 問題行

動 の 改善が 生 じ た こ と を報告 し て い る 。

8． 社会的ス キ ル に関する研究

（D　基礎的研究

　児童生徒 の 人 間関係 の 改善 を目的 と した社会的 ス キ ル

に 関す る研 究 は非常 に 多 く見受 けられ る 。 今津 （199S）

は ， 中学 生 を対 象 に 社会的 ス キ ル と 抑 うつ と の 関係 を共

分散構造分析を 用 い て検討 し ， 積極的行動 ス キ ル の 欠如

は 抑 うっ に直接影響を及 ぼ し，共感的行動 ス キ ル の欠如

は友人 ス トレ ッ サ ーを介 して 抑 うつ に 影響 を及 ぼ す こ と

を示 し た。ま た戸 ヶ 崎 ・坂野 （1997） は ， 社会的ス キ ル と
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自己効力感が 小学生 に 及 ぼ す影響 を検討 した結果 ，
ス キ

ル を獲得し て い る ほ ど学校不適応感 が 低 い こ と，ス キル

の 獲得 が 不十分 で あ っ て も 自己効力感が高け れ ば良好な

人間関係 を維持 で き る こ と を示 し て い る
。

一
方， 佐藤 ら

G997）は，幼児教育担当者の社会的ス キ ル訓練技法の 受容

可能性を検討 した結果 ， 引 っ 込 み思案児で は環境調整法

の よ うな 間接的技法 の 評価 が ， 攻撃児 で は コ
ー

チ ン グ法

や 社会的問題解決法 の よ うな直接的技法 の 評価が 高か っ

た こ と を報 告 して い る。

  　社会 的 ス キ ル 訓練の 効果

　藤枝 ・相川 （p．18  は， 4丶学生 の ク ラ ス 全体 の向社会的

行動の促進 や 不適応の 予防を 目的と して 社会的 ス キ ル 訓

練 を行 っ た。その 結果 ， 積極的 な聞き方な どの標的ス キ

ル の 向．ヒが見 られ た こ と を 示 し て い る。ま た越川 ・渡辺

（p．178＞は ， 年長園児を対象に 向社会的行動の獲得を促進

させ る要因 の 検討 を行 っ た。モ デリ ン グ群 ，
モ デ リン グ ＋

代理 強化群 ， 統制群 を比較 した 結果，行動獲得 はモ デリ

ン グ に よっ て 促進 され，代理強化 は効果をさ らに高 め る

こ と を示 唆 して い る 。 さ ら に 鈴木 ら （p．373）は，小学生 を

対象 として ， 積極的に聞 く， 仲間に入 る な どを標的行動

と し た社会的 ス キ ル 訓練を実施 し た結果， 児童 の ス キ ル

獲得の認知が 上昇し た こ と を 示 し て い る 。

  　臨床的介入

　小 島恵 q998）は ， 発達障害児 3名を対象に ， 集団随伴

性 を用 い て 仲間同 ：ftの相互交渉 に直接介入 す る社会的 ス

キル 訓練を実施 した結果 ， 集団随伴性 の 方 が 個麗 よ りも

伸間の相互交渉を促進す る こ と を示 唆し て い る 。 ま た 嶋

田 ら （1997）は ， 交友 困難を主訴 と する中学生 4名を対 象

に社会的 ス キ ル 訓練を行っ た 。 多層べ 一
ス ラ イ ン 法，撤

去計 画法 を用 い て 検討 を行 っ た結果 ， 社会的 ス キ ル 訓練

は ス ト レ ス 反応の低減効果 を持 つ こ と を示 し て い る。

（4） 主張訓練の効果

　吉村 （1997）は ， 部活動 に お け る主将と部員 の 人間関係

に つ い て 中高生 を対象 に 調査 を行 っ た。そ の 結果，部長

の リ
ー

ダ
ー

シ ッ プ の 方法 に 関係 な く，自己 表現 ， 自己 主

張 の 強い 部員は 主将に 満足感 を持 っ て い る こ と ， 主将 に

満足 す る と 部活動 に 満足す る こ と，自己表現，自己主張

す る こ と は学校適応 を高め る こ とを報告 して い る。また

柴橋 （1998）は，主張訓練 の 際 に 攻撃性 と主張性 を明確 に

区別 す る こ と ， 主張性を高め る と岡時 に他者の 主張行動

を受 け 入 れ る 態度 を養成 す る こ とが 重 要で あ る と指摘 し

て い る 。
こ の よ うに 主張行動 を獲得 さ せ る こ と の 臨床的

意義は非常に 大き い と考え られ る 。

　一方，吉 田・戸倉 （p．179） は，児童の 自己 k張 を 促す た

め には ， 自己主張 の 長所や短所 を周知させ る こ と，主張

の 仕方が適切な ら ば他者か ら否定的に評価さ れ る可能性

が低い こ と を認識させ る こ と，不適切な自己主張 の仕方

に つ い て の 知識を獲得さ せ る こ とが有効で ある こ と を示

唆 して い る。また佐 々 木 （ユ998） は ， 小学生 の社会的 ス キ

ル の促進を暦指し た デ ィ ベ ー
ト授業 を実施 し， 効果が得

られた こ と を報告して い る。幸・夏野 （p．381） は，不登校

の 中学生 に 対 して 主張訓練 を行 っ た結果， 自己表現 や 自

己主張行動 に効果が見 られ た こ と を 示 し て い る。

9． 教師と生徒の関係 ・教師へ の 示唆に関する研究

（1） 教師 と生徒 の 関係

　河村・田 上 （19．・98） は ， 教師特有 の 管理志向 の ビ リー
フ

の 強 さ が 指導態度 に 及 ぼ す影響 に つ い て検討 を行 っ た。

そ の結果，
ビ リー

フ を 強 く持つ 教師 は， 児童 に M 機能が

低 く認知 され て い る こ と ， 児童 を指導す る 際 の 教師の 魅

力 の 資源活用 が 少 な い こ とを示 して い る 。 また ， 小林 ・

仲出 （1997）は，子 ど もの 学校享受感に 及 ぼ す教師 の 勢力

資源，教師の ソーシ ャ ル サ ポート， 学級の雰囲気の 影響

に 関す る検討を行 っ た。パ ス 解析の 結果，信頼 ・同
一

化

や明朗性，親近感 の勢力資源が 大 き く享受感に 影響 して

い る こ と，サ ポ ー
トと学級の 雰囲気 は享受感 を高め る媒

介変数に な っ て い る こ と を明 ら か に して い る。

　
一

方，速水 （p．23の は，大学生 を対象 として 回顧的に 中

1 と 高 1 時 の 担任教 師と の 雑談 の 内容 に 関 す る 分析 を

行 っ た結果 ， 【肯定的影響」と 「先生 の 自己調整」の 2 因

子 を抽 出 し た こ と，肯定的影響は
， 先 生 の 好意度 ， 信頼

度を高め る
一

方 で ， 先生 の 自己調整は そ れ ら を低め る 傾

向に ある こ と を 示 し て い る。また山 口 ・平 田 （1998） は ，

中高生を対象に呼称に よ る生徒 と教師の心理的距離 の 測

定を行 い ，「お ま え た ち 」な ど は疎遠な印象，「み な さ ん 1
な どは親密な印象で 生徒に受 け止 め られ る こ と を報告 し

て い る。さ らに 嶋村 ら （p．231）は ， 教師 の指導に対す る児

童 の認知を検討 し ， 同じ指導で も男子 の 方が 嫌悪度 が 高

い こ と，指導を嬉 し い と感 じ る児童 ほどその 原因を自分

が 悪 い と考 え ， 学級適応も良 い こ と を 示 して い る。

（2｝ 教 師へ の 示唆

　伊藤 （p．357）は ， 新任教師 とベ テ ラ ン 教師を対象 に
， 生

徒 に カ ウ ン セ リン グ的対応を求 め られ た 時 の 教師ア イ デ

ン テ ィ テ ィ の 危機の有無 と相談活動意欲の 有無 に よ っ て

教師 を 4 タイ プ に分類 し，役割葛藤 や学級運常能力な ど

を比較 した 。 その 結果 ， 4 タ イ プ と経験年数は関係が な

い こ と，ア イ デ ン テ ィ テ ィ 危機 が 大 き く相談活動意欲 が

高 い 教師 は教師集団内で 不適応 を招 きや す い こ と を 示 唆

し て い る。ま た橋本。夏野 （p．377） は ， 教師の 生徒 へ の 対

人関係能力を育成す るた め に ，研修 に ワ
ー

ク メ ニ ュ
ー

を

含 む 心理的教育 を導入 した。その 結果 ， 自尊心 に は 変化

が 見 ら れ なか っ た もの の ，
ス キ ル は向上 した こ と を報告
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して い る。さ ら に 筒井 ら （ユ998）は ， 不登校 に 対す る教師

の前兆行動の把握 と対応を検討 した結果 ， 教師は不登校

事例 の 特徴 に 応 じ て妥当に 前兆 を把握 し対応 で き て い る

こ と，管理意識 に 対す る ビ リーフ が対応 の 不器用 さ に 影

響 を与 え て い る こ と を指嫡 し て い る、晶 田 （1998）は
， 小

学校の 担任 に対 する親 の 要望 は ， 学級経営 ， 個性へ の対

応，子 どもへ の 接 し方，子 ど も との コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン，

情報提供などに分類で き る こ と を示 し て い る 。

　高柳 ら （199．　S）は，シ ャ イな教師 の シ ャ イ ネ ス に 対 す る

評価 と対人行動の遂行 との関連を検討 した結果 ， シ ャ イ

ネス は対人行動 の 遂行 を阻害す る こ と，
シ ャ イネ ス を否

定的に評価し て い る教師は対人関係 に 困難 を感 じる経験

が多い こ とを示唆 して い る 。 中西 （1998）は ， 小学校教師

に，カ ウ ン セ ラ ーとの 討論 を通 じ て
， 子 ど もを と らえ る

視点 を変え る介入 を行 っ た結果，親近感の低 い 子 ど も に

対 す る評価 が 向上 した こ と を示 し て い る。小笠原 （p．230）

は ， 学校生活の阻害要因と児童の求め る教師像の関連を

検討 した結果 ， 教師 に親和的姿勢 を求 め る児童 は 友入 関

係を阻害要因 と と ら えて い る傾 向に ある こ とを報告 して

い る。ま た ， 富 田 〔p．376）は ， 幼稚園教員を対象に ，
ビ デ

オ自己評 価法 を用 い て 援助 ス キ ル の 介入 を行 っ た結果，

ス キル の 改善が 見 られた こ と を報奢 して い る 。

10， 臨床的諸問題に 関する研究

（1） 阪神大震災

　山田 ら （1998）は一連研究 （1〜4）の 中で ，子 ど もの 震

災 ス トレ ス の 3 年間の経過を調査 した 結果 ，

一
般 に ス ト

レ ス 反応 は減少傾向 に ある こ と， 地震が忘れ られな い 子

ど も は 最 近 の 事件に対 し て も 強 い 不安を抱き や す い こ と ，

社会的 ス キ ル が高い ほど震災 ス トレ ス の 影響が小 さ い こ

と，地 震 の 情報 や 知識 を 積極 的 に 学 ぶ 行動 は 多 くの 情動

反応 を抑 制す る 効果が あ る こ とを報告 して い る。西 田 ら

（p．367）は，小中学生 と保護者を対象と し て PTSD 傾向を

測定 した 結果 ， 徐々 に震災 の 影響は 小 さ くな っ て い る も

の の ， 子 どもと保護者 で は 心理的影響 の 持続 の 仕方や関

連要因 に相違が 見ら れ た こ と を報告 し て い る 。 ま た 仲

野 ・大野 （1998） は， 大学生 に対 して 回顧 的 に 災害 の 心理

的影響 の 時間経過を調査 して い る 。 そ の結果 ， 時間経過

と と もに 恐怖度や震災 の イ メージが改善して い る こ とを

示 して い る。そ し て 宇津木 ・金 田 （1998） は
， 被災学生 の

大学生活 へ の適応を検討した結果 ， 大学に対す る満足度

が か な り低 く生活 もや や 若 し い こ と，孤独感 を感 じ て コ

ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の 断絶 を恐れ て い る こ と，情緒 面 に 不

適応感 を持 っ て い る こ と を 示 し て い る 。

  　自殺

　大塚 ら （1998）は，中学生 の 自殺親和状態 と抑うつ 状態

の間に は正 の相関が あ る こ と を示 して い る 。 また ， 山本

（1998）は ， 公立 中学生 の希死念慮の 検討を行い ，希死 念慮

を抱 い て い る 生徒は ， 学校生活 ， 友人関係， 自分 の 性格

な ど多様な 問題に対 し て悩み を持 つ 割合 が 高 い こ と， 困

難 に 直画 し た時 に あ き らめ た り， 1人で 解決 し よ う と す

る傾向に ある こ と， 人生イ メージ が 下降傾 向 に あ り転生

を願望 して い る こ と を示 して い る 。

t−一方，鶴田 （1998）は

自殺未遂 の 専門学校生 の事 例 を通 して ， カ ウ ン セ ラーが

カ ウ ン セ リ ン グ を人 生 か ら遊離 した もの と み なさず に 当

事者が生 きが い を持 て る ような援助を行 うこ とが 重要で

あ る こ と を示唆し て い る 。 ま た大河原 （ユ998） は，そ ぶ り

を見 せ ず に 自殺企 図を繰 り返す中 2男子 の危機介入事例

を通 し て ，そ ぶ りを 見 せ な い こ と は 周 囲 と の コ ミ ュ ニ

ケーシ ョ ン の問題 と と ら え る べ きで あ る こ と ， 家族 へ の

危機介入 は家族の 問題性 に と らわれず に 家族 の 変化 に 注

目して い くこ とが重要で あ る こ と を指摘 し て い る。

（3） 食行動 ・過敏性腸症候群

　桑島ら （ユ998＞は ， 高校生 の無茶喰い 障害事例 に 対 して

衝 動 の 自己 コ ン トロ ール と食事日記 に よる認知行動療法

を行 い
， 効果 が 得 られ た こ と を 報告し て い る 。 また ， 前

田・石 田 （p．369）は ， 陸上女子長距離選手の摂食障害傾向

を検討 し ， 選手は
一

般 と比 べ て や せ た い と思 う気持 ち は

弱 く体型 に対す る不満 も少な い
一

方で ， 食事制限 や 自己

誘発嘔吐 な ど の 行動 が 伴 っ て い る事実 に 対 し て ， 選 手 の

行動自体は摂食障害患者 と同 じで あ っ て も，情緒的混乱

や退行願望 は少な い こ とか ら， 行動動機自体が異な っ て

い る こ と を指摘 し て い る。

一方，松本 ら （1998）は，過敏

性腸症候群 に対す る 治療研究の動向を調査 し た。そ の 結

果 ，症候群 の 治療 は 統制研究 が 少な く症例報告の域を越

えて い な い こ と を指摘し て い る 。 ま た松岡 （p．390）は，中

2 男子 の 過敏性腸症候群 の 不登校事例 を通 し て
， 不適応

に対す る刺激 を同定し ， そ れ に 介入 す る こ とが症状や 適

応状態 に 有効 に 作用す る こ と を示唆 して い る。

（4） ア イ デ ン テ ィ テ ィ

　谷 （1997）は ， 大学生 を対象 と して ， 自我同
一

性 と対人

恐怖的心性 と の関連性 の 検討を行っ た 。 共分散構造分析

の 結果，自律性が低 い ほ どア イデ ン テ ィ テ ィ 危機状態 に

あ り， 対人恐怖的心性 が 強 い こ と を示 してい る。また高

村 〔1997）は ， 大学生 を対象 と した縦断的半構造化面接を

通 じ て
， 進路選択課題探求時 に お け る ア イデ ン テ ィ テ ィ

の変容過程 を検討し た結果 ， 従来の Grotevantの モ デル

の 適合率 は50％ に す ぎ な い こ と を指摘 し て い る。一
方 ，

高野 （／998）は，高校 3年生 の 事例 を通 して ， 思春期 の ア

イ デ ン テ ィ テ ィ の確立 に は ， 過去 と未来 とい う時間的な

縦軸 と対象や集団 とい う社会 的な横軸の 2 側面か ら支援

し て い く こ と が有効で あ る こ と を 示唆 し て い る 。

一 IZ6一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

  虐待

　藤田 q998）は ， 継母か ら身体的，心理的虐待 を受 け保

護された中 3 女子 の 事例 を 通 し て ， 本人 の 有力化を 図 る

た め に は ， 本人が 事態を ど う と らえて い た の か に つ い て

理解 を深め る こ と， 保護後の 生活を避難だ けで な く主体

性を獲得 して い く機会 ととらえる こ と， 治療者は外傷記

憶に つ い て侵入的 に な ら な い ように 支援を行 っ て い くこ

とが 有効 で あ る こ と を示唆 して い る 。

11． カウ ン セ 1丿ン グ諸技法の 効果に関する研究

（1） グ ル
ープ ・

エ ン カ ウ ン タ
ー

　 朝 日 （エ998） は ， 小学 3年生 に構成的グル ープ ・エ ン カ

ウ ン ター似 下，SGE と略記）を実施 した結果 ， 共感性 ， 社

会的 ス キ ル の 向上 が 尺 度．．ヒだ け で は な く， 自由記述 カ ー

ドの 内容分析で も確認 された こ とを報告 して い る。また

橋本（1998）は，中学生を対象に SGE を基盤 と し た道徳授

業の 効果を検討 した 。 そ の結果， 複数の 人間の思考， 感

情，行動の 多様な 反応を知 る と い う目標 が 達成 さ れ た こ

と を示唆 して い る 。 矢野 （1998）は ， 小学 1年生 と保護者

を対象に別々 に SGE の エ ク サ サ イズを導入 し，社会的

ス キ ル 訓練を併用す る こ とで学級経営や 雰囲気作りに効

果 が あ っ た こ とを報告 して い る。また鈴木 ら （p．37  は ，

交友困難 を訴 え る 女 子 大学生 を対象 に ， SGE を 基盤 と し

た合宿介入 を行 っ た結果，社会的 ス キ ル の 向上 は見 られ

な か っ た も の の ， 友人獲得 に 対す る自己効力感 の 向上 が

確認 された こ とを報告して い る 。 同様に 岡田 （1998b） は ，

高校の 新入生 を対象 に SGE を実施 し，　 SGE が 人間関係

促進機能を持つ こ とが確認さ れ た こ と を報告 して い る 。

C2） 論理療法

　鈴木・水野 （1998） は ， 大学生 の学生相談で は ， 1人 の

面接回数 が 少な い こ と，カ ウ ン セ リン グ に 対す る動機が

多様で あ る こ と ， 軽い 悩み の 相談が多い こ と，学生が 知

的 に 問題 を解決す る力 を持 っ て い る こ と を考慮 し ， 自己

分析的側面 の 強い 論理 療法 の 効果 が期待 され る こ と を指

摘 して い る。また岡田 （1998a）は，論理療法が教員 の 特性

に合致 す る こ と ， 問題 に短時聞で対応 で き る こ と ， 保護

者 に も活用 で きる こ とを踏 まえ，学校カウ ン セ リン グ に

お け る心理的教育と して の適用例を紹介 して い る 。

（3） マ イクロ カ ウ ン セ リン グ

　玉瀬 （1998）は ， Iveyの発達 カ ウ ン セ リン グ・療法理 論

に お け る ク ラ イエ ン トの 4つ の 認知発達的定位 の 応答が

モ デ リン グ に よ っ て 促進 され る か どうか を検討 した。大

学 生 を 対象と して ，
ビ デ オ条件 s オーデ ィ オ条件 ， 処遇

な し条件 を比較 した 結果，モ デ リン グ 2条件 の 定位数が

増加 し，高次 の 定位 に 移行 した こ と を報告 して い る。ま

た松川ら （p．383）は ， 適応指導教室に お い て 不登校児の 人

間関係に関す る 問題行動 に 対す る 「か か わ り行動」 を変

化 させ る こ と に よ っ て， 3 つ の 事例の 人 間関係 の形成行

動 が 促進 した こ と を明 らか に して い る 。

（4） LAC （生活分析 的 カ ウン セ リン グ〉 法

　稲垣 ら （1998） は
一

連研究に お い て （3 〜4 ＞，女子中学

生事例に対 し LAC 法 を用 い た介入 を行 っ た結果，問題

解決行動 の促進 が 見 られ た こ とか ら ，
LAC 法が中学生 に

対 して も適用可能で あ る こ とを示唆して い る 。

（5）　カ ウ ン セ リン グの 理解

　高津 C191　8）は，選択教科 として カ ウ ン セ リ ン グを設置

した高校に お い て ， よ り良い 人間関係を作 る た め の体験

学習 ，
ピ ア ・カ ウ ン セ リン グの 基本的知識 と技術 の 習得

と い う観点か ら授業を実施し た。その 結果 ， 全般 に カ ウ

ン セ リ ン グの 理解 が 促進 さ れ た こ と を 示唆 して い る。こ

の よ うな方法もカ ウ ン セ リ ン グの 啓蒙活動 として の 機能

を果たす と考 え られ る 。

12， おわ りに

　本稿 で は，教育場面 に お ける 臨床心理学的研究の中で

も，行動的 ア プ ロ ーチを中心 と し て ，研究 テ ーマ 別 に 多

様な観点 か らなるべ く多 くの研究を概観す る こ と を試み

た 。 したが っ て，本稿で 言及 した 研究の中 に は ， ア セ ス

メ ン トや 方法論 が 必ず しも適切で は な い も の ， 結果 の 記

述が不十分な もの な ど も含 まれ て い る。今後 の 課題 とし

て
， 実証的研究を重ね て い くこ と は も ち ろ ん の こ と ， 臨

床経験を他の カ ウ ン セ ラ ーが 広 く共有 で きるように客観

的な形 で 発表 し て い くこ と ， 臨床分野 の 研究知見だけで

は な く関連す る医学や心理学 の諸分野の研究知見を臨床

場面 に 応用 す る積極的 な 姿勢を持っ こ とな ど が あげ られ

る 。
こ の よ うな課題 を解決 して い くこ とに よっ て ， 児童

生徒や学校教育 に携わ る関係 者が 少 しで も有益 な知見 を

得られ るような研究が展開す る こ とが期待 さ れ る 。
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