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1． は じめ に

　本稿で は ， 最近 1年間 （2002年 7 月〜03年 6 月 1 に 発表さ

れた社会心理学 の 研究 の 中で ，教育や心理臨床 に 関連の

ある研究 を取 り上 げ概観 する。 具体的 に は ， 「日本教育心

蓮学会第45回総会発表論文集」に掲載さ れ た論文 に 加 え ，

上記期間 に 「教育心理学研究」「心理学研究」「社会心理

学研究」「実験 社会心理学研究」「性格心理学研究」「健康

心理学研究」「カ ウ ン セ リ ン グ研究」に掲載さ れ た論文を

対象と した。

　本稿 で は筆者 の 専門性 か ら，教育 や 心理臨床 に 関連す

る社会心理 学研究を取 り上 げた た め，「発表論文集」で は

社会部門以外の研究 も取 り上 げた 。 紙幅の制約上 「発表

論文集」 の 研究に つ い ては，本文 中の著者名の 後 に 論文

集の 発表番号を記載す る に と どめ ， 引用 文献に は掲載 し

て い な い
。 また ， 本稿で取 り上 げた論文の 中に は筆者の

考え る範囲で
， 教育や心理臨床 に 関連す る と思われ る社

会心理学 の 基礎研究 も含 め た 。 取 り上 げるか ど うか の 判

断 は あ くま で も主 観的な も の で あ っ た こ と ， 紙幅の制約

上 ， 取 り上 げ る こ とが叶わなか っ た研究も多数 あ る こ と

をお 断 り して お きた い 。

2．　自己 ・パ ーソ ナ リテ ィ

2．1　 自己評価，自尊感情

　自己 を多面的，あ る い は 可変的 な もの と し て と ら える

研究が な され て い る 。 福島 （2eu3）は対人関係に お け る自

己知識の 多面性に つ い て検討 した 。研究 1で は 望 ま し い

あるい は望まし くな い 特性語 に 対 し 「○ と一緒 に い る と

き の 自分」に つ い て 自己関連判断を さ せ た 。 そ の結果 ，

一
緒 に い る人 に よっ て回答 が 異 な り， 自己知識 の 多面性

が 示 唆され た 。 ま た ， 性差 も報告さ れ た 。 研究 2 で は，

対象 を女 子 大生 に 絞 り ， 当該関係人物 を思 い 浮 か べ させ

（視覚化）， そ れ に よ り そ の 人物 に 関連す る 自己知識が肯定

的 に な る と い う仮説 を立 て 検証 し た。ま た，佐久間 ・無

藤 （2003）は ， 自己 の 可変性 を主 に 動機の 側面や変化 に対

す る意識 に 注 目 し て研 究 した 。さ ら に ，心理 社会的適応

性の
一

っ の指標 として 自尊感情を取り上 げ，
こ れ との関

係を検討 した 。 因子 分析 の 結果 ， 変化動機尺度は ， 「変化

動機 と し て 関係維持」「自然 ・無意識」 「演技 隠蔽」「関係

の質」の 4 つ に 分かれた。自尊感情 との 関連で は，変化

に 対 して 否定的意識 を 持 つ 人 で は 自尊感情が低か っ た 。

大学生を対象 と し た調査 で は ， 水間 （2003）が ， 自己嫌悪

感 と自己形成の関係に つ い て ， 自己嫌悪場面で 喚起さ れ

る 自己変容 の 志向 に注 目 した研究 を行 っ て い る 。 不登校

の 前駆状態 と で も言え る 学校 回避感情 と 自尊感情 との 関

連に つ い て は 山下 （PB26）が検討 し て い る 。

　本人 の全体的な 自己評価に加 え ， 場面や相互作用す る

相手別 の 自己評価 に つ い て も考慮 に 入れ て い く こ とが ，

現場 に 活 か す た め に は 必要 とな っ て く る だ ろ う 。

2．2　自己意識

　自己意識 と精神的不適応 との 関係に つ い て は ， こ こ数

年盛ん に研究 され て き た 。 桃井・大島・大澤 （PC96） は学

生 の 自己意識 とス トレ ッ サ ーの 関係を調べ た 。 そ の結果 ，

公 的自己意識は友人関係 ， 外見 ・異性関係 と
， 私的 自己

意識 は 外見 ・異性関係 ， 将来 ・職業適性 と ， そ れ ぞ れ有

意 な相関を示 した 。 自己 意識特性 と対処方略と の関連 を

調 べ た大島・桃井 ・大澤 （PC97） で は ， 公的 自己意識 は問

題焦点型 と弱 い 柑関 を， 私的 自己意識 は 情動焦点型 と中

程度 の 相関を そ れ ぞ れ 示 し て い た 。 菊池 ・有光 （PB28）

は ， 恥 や 罪責感 ， 共感 ， 個人的苦痛，プ ラ イ ドな ど の 自

己意識的感情 を測定する尺度 を開発 した。また，佐藤 ・

丹野 （PDIe5 ）は 対人場面 で の 焦点的注意 を直接測定す る

た め の質問紙で あ る Focus　of 　Attention　Questionnaire
を邦訳 し ， 新 た に 項 目を付加 して 状態版焦点的注意尺度

を作成した 。 こ の 尺度は「公的自己注 目」「私的自己注 目」

「外部注目」「メ タ注目」に分か れ ，
こ れ ら 4 つ す べ て の

因子 と対人不安 は有意 な相関を示 し， 状態不安 との相関

は外部注目 を除い て有意 と な っ た。

2，3　自己愛

　近 年 ， 自己愛 に つ い て の 実証的研究 が 多数行われ て い

る が ， 多 くの 場合 ， 健常者に お け る 自己愛傾向 の 記述 ，

分類 お よ び 他 の 不適応状態 と の 関連性 の 記述 な ど が 主 で

あ る 。 小塩 （2002）は 自己愛傾向に よ っ て青年を分類 す る

試み を発表 し た 。 これ ま で 自己愛は ， 誇大的 ・攻撃的 ・

自己中心的 なもの と，抑制 的 ・引 き こ もり ・他者 か らの
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評価 に 敏感 と い っ た も の の 2種類 に 分 け られ て きた。一

方，自己愛を測定す る代 表的尺 度 で あ る 自己 愛人 格 目録

は 「優越感 ・有能感」「注 日
・
賞賛欲 求」「自己主張性」

の 3 次元 で あ り，上記 の 分類 と は 異 な る。小塩 〔2DOL）で

は ，
こ の 尺度を主成分分析 に よ っ て さ らに集約 し ， 自己

愛 の 2 タ イ プ と の 関連性を 調 べ た。主成分 は 「自己愛総

合 1 と 「自己主張優位 vs 注 目
・賞賛優 位」 に 分 か れた 。

「自己 愛総 合高 ・自己主張優位型」が 誇大 ・攻撃的 な ど の

特徴を有する もの，「自己愛総合低 ・注日 ・賞賛優位型」

が抑制的で 引き こ も りが ち な ど の 特徴 を有 す る もの に対

応 した 。 こ の後続の研究結果 は，第 45同教心学会 に お い

て ，小塩 と 小平 に よ っ て 発 表 され た （PA23 ，24）。

　そ の 他の 研 究 と して は，顕在性不安 や強迫傾向と の関

連 を伊都・吉 田 （PA25 ）が，自己 に 関す る 記述内容 と の 関

連 を相澤 （PE・1D や 中村 ・松並 （PG44） が，親 に 関する記

述内容 との 関連を松並・中村 （PG45）が 検討 し て い る。他

の年齢層に つ い て は，中学生 に お い て 粟谷 ・本間 （PAg ω

が対人恐怖心性 との 関連 を，高校生 に お い て 檜皮 ・浅川 ・

古川 （PC12 ）が学校適応感 との 関連を ， 高橋 （PDIO2）が 親

の 養育態度 と の 関連を検討 して い る。健常者を対象 とす

る研究が 多い 中で ， 小塩 ・井上 （20吻 は ， サ ン プ ル 数が

少 な い なが ら も， 臨床群を対象に した研究を行 っ て い る。

　自己愛 に関す る研究 は ， 現代α）青少年の 心理 的問題 を

理 解す る た め の 今凵的 な視座 と して 考 え ら れ る か も し れ

な い
。 時代が 激変す る中， 変わ りゆ く青少年像 を把握 す

るた め の 視座 として 有効 か どうか ， 今後 の 検討を待 らた

い
。 同時 に 青年期 の 自己愛 を醸成す る 心理社会的背景に

関す る分析 と実証的な研究も期待 した い。

2．4 思考，メ タ認知

　近年に お ける抑 うつ の 心理学的研究 で は ， 視野狭窄的

に ， 否定的自己関連情報の 処理 を続け る こ とが 抑 うつ の

さ ら な る 持続 に 関係 して い る と 考え られ て き た 倣 本，

ig97）。逆 に ，経験 した こ とに 対す る認知 の 仕ノJを変 えた

り， 思考を コ ン トロ ール し た りす る こ と に よ り，精神的

不健康が 軽減 す る こ と も考 え られ る。杉浦 （2002）は ， 思

考 の 制御困難性 を取 り上げ ， 問題焦点 型 対 処 方 略 との 関

連 を検討し た 。 また ， 杉浦
・
馬岡 （20。3） は，認矢「「的統制

の 点 か ら抑 うつ と の 関連 を検討 し た。

　認知 の 仕方 と関係 に つ い て も検討 さ れ て い る。坂 口

（2002a ＞は，ホ ス ピ ス に て ガ ン で 近親者 を亡 くした 遺族 に

対 し予備調査 を行 い
， 有益性発 見尺度を作成 し た 。

こ れ

と ， 精神的健康 ， 楽観性 ， サ ポート との 関係 を，ホ ス ピ

ス に て ガ ン の た め に な くな っ た 患者 の 近親者 を対象 に 調

べ た。因子分析 の 結果 ， 有益性発 見尺 度 は 「い の ち の再

認識」「自己の成長」「人間関係 の 再認識」 に 分 か れ た。

楽観性は い の ち の 再認識 と 自己 の 成長 と に ， ソー
シ ャ ル

サ ポー トは 人間関係の再認識 に ， 有意 な正 の 影響 を及 ぼ

し て い る こ と が わ か っ た。また坂 口 （2002b ）で は，遺族 の

「過去」へ の評価 に 焦点 を絞 り，死別以前 の諸事象へ の肯

定的
一
否定的評価 に つ い て検討し た。死別関連過去評価

尺度 は 囚子分析 の 結果 ， 「故人 と の関わ りに 対 す る評価」

「故人 の人生 に 対する評価」「故人 の 臨終 に 対す る評価」

「病院ス タ ッ フ に 対する評価」に 分 か れた。年齢 との 関係

で は， 高齢 の 配偶者喪失者ほ ど，過去全体や故人 の 人 生

に 対 し て 肯定的な評価をして い た 。 精神的健康 との 関連

は有意な も の も あ っ た が 概 して 相関 は低 か っ た 。 他 に も，

宅 （PC24 ）は ， 思春期に あ る子 ど も自 らが どの よう に ス ト

レ ス 体験 と 自己成長感 を結 び つ け て と ら え て い る の か を

調 べ た 。

2．5　その 他

　冠動脈疾患 と の 関係 で 桾本 ・山崎 （LOO2 ｝ は ， 意識的防

衛性 とい う性格特性 を仮定 し，そ の 尺度 を作成 し ， 信頼

性 と妥当性 を検討 した。続 い て ，桾本 ・山崎 （2003＞ は，

意識的防衛性 と血圧 お よび抑 うつ との 関係に つ い て教師

を対象に調べ た 。 また，抑うつ との 関係 で は， 黒 田 ・桜

井 （2003）が 目標志 向性 とい う性格特性 を取 り上 げ検討 し

た。Dykman の デ ィ ス トレ ス 生成モ デ ル （ロ標志 向性→対人

行動→ネガ テ ィ ブ な対 人 ス トレ ス の 発 生 ・抑 うつ ） と ，
ユ ース ト

レ ス 生成 モ デ ル 個 標 志向性→対人 行動 ・ポジテ ィ ブ な対人 イ ベ

ン トの 生 起→ポ ジ テ ィ ブ な 心 理 状態）を 提唱 し ， 中学 生 を対 象

に 調 べ た。小島 ・太 田 ・菅原 （2003） は ， 自己呈示行動の

背後に あ る と考 え られ る 2種類 の 欲求 ， すなわ ち ， 他者

か らの 肯定的な評価の 獲得を 目標 と し や す い 賞賛獲得欲

求と，否定的な評価の 回 避 を 日標 と し や す い 拒否回避欲

求を想定し ， そ の 強 さ を測定す る尺度 の 作成 を試み た 。

2 つ の 研 究 に よ り ， 尺度の 作成 と そ の 信頼性 と妥当性 に

つ い て検討 が なされた。精神疾患 の 中 に は 自己呈 示 的な

側面 もあ り， この 2 つ の 欲求 と い う側面 か らの 分析 も可

能 か もしれな い
。

3． 社会
一

認知的過程

3．1 原 因帰属

　精神 的健康 に 影響 を及 ぼ す要因 の
一

つ と して ， 対処方

略や原因帰属 な どの 認知 に お け る柔軟性が あ る が ， こ れ

ま で原因帰属の 多様性を 測定 す る 質問紙 は 開発 され て い

な か っ た 。 そ こ で 荒木 （PD41） は ， 原因帰属の対象を負

の 達成場面 に 限定 し ， 原因帰属 の 多様性 を測定す る 尺度

を 作成 し た。今後 ， こ の 尺度 を 使 っ て 精神 的不適応 との

関係を検討 し た 研 究 が 期 待 さ れ る。大 角 ・田 中 ・淵 上

（PF62）は ，セ クハ ラ を受 け た 被害者 自身 へ 原因 が 帰属 さ
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れ る こ と も あ る こ とか ら ， 大角 らの 調 べ た加害者帰属に

つ い て の 研究 と比較 して ，加害者帰属傾向と被害者帰属

傾向の 1次元性を検討 した。他に も唐沢 （2ev3＞は原因帰

属の視点 か ら支援供与 に っ い て検討 し た ．

3，2　対人認知

　気分状態が対人認知に及ぼ す影響 と して は伊藤 （LOO2）

と田 上 （2002＞に よ る研究 が あ る。こ の うち ， 田 上 （2002 ）

は ， 気分
一

致効果 の 研究結果 は気分導入法か 個人差 か （例：

抑 う つ 尺 度 に よ る分類）に よ っ て異な っ て い る こ と に 着目 し

た 。 ま た ， 抑うつ に お け る気分
一

致効果 は情報処理過程

に 自己 が関連 す る 場合 に の み 生起す る とい う指摘もあ る 。

こ の 研 究 で は，実験 1で個人差ア プロ ーチ か ら， 実験 2

で 気分誘導ア プ ロ ーチか ら， 気分
一

致効果 を検討 した。

情報処理過程に は 自己 に 関す るもの を用 い た 。 そ の結果 ，

実験 1 で は気分
一致効果が 認め られ た が ， 実験 2で は認

め られ な か っ た 。

　また ， 認知 に お けるポ ジ テ ィ ブ ・
イ リ ュ

ージ ョ ン に つ

い て は外山 （20〔［2，PD24 ）が検討し て い る 。 外山 （2002） で

は，自分の 恋愛関係や 友人関係 を， 世 の 中の 大抵の 人 の

そ れ よ り肯定的に 捉 え る と い う ポ ジ テ ィ ブ ・イ リ ュ
ー

ジ ョ ン が み られ る か ど うか を検討 し，仮説を裏付け る 結

果 を得 た 。 ま た外山 q’D24 ）は ポ ジテ ィ ブ ・イ リュ
ージ ョ

ン や ネガ テ ィ ブ ・イ リュ
ージ ョ ン の 発達的変化を ， 小学

校高学年 か ら成人 まで を被験 者と し て 調 べ た 。

　現場に関連す る研究もあ る。大野 ・有馬 （PE60）は，生

徒を と ら え る教師の 認知枠 と生徒 の 学級適応感 の 関係 を

調 べ た。河野 ・大坪
・吉田 （PD43） は ， 中学生 を対象 と し

た 柔軟な対人認知 を促進 す る授業の 開発 を行 っ た。対応

推論理論 とス テ レ オタイ プ 的判断 を と りあ げ，対人認知

の 誤 りを説明 し
， 練習問題 も い れ て ク リテ ィ カ ル に考え

る訓練 を させ ，

一一・定 の 効果 を得た 。 他に も ， 西村 と足立

（PB35 ，36）は ， 認 知的不 脇和 とい う点 に 着 目 し，日常生活

に お け る認知 の 変容 に つ い て 検討 した。す なわ ち，認知

的不協和 が 生 じ不適応 を起 こ し て い る場 面 と し て ， 失敗

に よ り自尊感情が傷 つ く場面 を設定 し， そ こ に 現れる不

協和 を低減 させ る た め の 認知変容パ ター
ン を抽出し た 。

続 い て ， そ の抽出し た パ ターン をどの程度利用す る の か

を 調査 し た。

　社会心理 学的な視点か ら問題を と らえ る こ との 利点 は

現 象を見 る枠組 み の 簡潔 さ とわ か りや す さ だ と言え よ う。

こ の利点を活か す べ く， 現場 で 起 き る 問題解決 に 資 す る

心理教育的 な実践研究が さ ら に期待さ れ る 。

3．3 態度

　西 田 ・黒田 〔LOO3） は，オ ウ ム 真理 教 と統
一

協会 の 脱会

者を対象に 脱会後 の 心 理 的問題 お よ び カ ウ ン セ リン グの

効果 に つ い て 調 べ た 。心理 的問題 は統
…
協 会 の 元 メ ン

バ ーに つ い て聞 い た 自由記述か ら72項目の 尺度 に ま とめ ，

そ れ を 用 い た 。 因子 分析の 結果，．10の 因子 に 分 か れ た 。

そ し て
， 脱会後の 経過期間 とカ ウ ン セ リ ン グ の 効果 に つ

い て 調 べ た結果，経過期間や カ ウ ン セ リン グ を受 け た 経

験は す べ て の 心理的問題 の 消失 に 寄与 して い た わ け で は

な く， た と えば教団 に 対す る怒り の よ うに ， 脱会後 の 経

過時間 が た っ ほ ど ， そ して カ ウ ン セ リン グ経験が あ る ほ

ど，高ま る よ うな もの も見 られた。中島（PE56）は高校生

の逸脱行動を同調 とい う視点 か ら検討 した 。 高校生 の 日

常生活 で 起 こ りうるで あ ろ う行動場面 を設定し， そ の 時

同調行動 を と る か ， 他者の 評価を気 に す る か を問 い ，自

尊感陦との 関連を調べ た 。

　態度 ，
ス テ レ オ タ イプ

， 偏 見 な ど は ， 現 場 と密接 に関

連す るテ
ー

マ で あ る 。 た と え ば ， 障害者に 対す る 態度 の

研究な ど は 現場 で の 研究 も 多 く行 わ れ て い る が ，方法論

的 に 洗練 され て い な い もの もあ る 。 し っ か り した 理 論や

方法論 を 有 す る社会心 理 学 は ， も っ と現実 の 問題 に 深 く

コ ミ ッ トし て も良い だ ろ う 。

4 ． 対人的過程

4．1　自己開示，自己呈示

　熊野 （2002）は ， 自ら進 んで 開示する場合と尋 ね られ て

開示 す る場 合 で の 自己開示 の 違い を，開示 内容が社会的

に 望ま しくな い 場合 と望 ま し い 場合に分けて 調 べ た。詳

し くは ， 開示 内容 の 望 ま しさ ， 性差，自己開示 が進ん で

か尋ね られ て か の 3要因で，自己開示 の 程度 ， 自己開示

の 動機，自己開示後の 気持ち の 3 つ を従属変数 と した。

ま た熊野 （PB31）は ， 社会 的外向性 ， 開示 内容 の 社 会的望

ま し さ ， 性差 ， 進 ん で か 尋 ね られ て か の 4 要因 を と りあ

げた。

　森脇 ら は 自己開示 の 適切性 に 絞 っ て検討 した。森脇 ・

坂本・丹野 （2〔）02u）の研究 1 で は ， 自己開示方法 を適切な

もの と不適切な もの に 分 け尺度 を作成し た。適切 な自己

開示尺度は 3因子 に ， 不適切 な 自己開示尺度は 4 因子 に

分か れた 。 被開示者 の 受容的な反応 と拒絶的な反応は そ

れぞれ 4 因 子ずつ に 分 か れた 。 また ， 各下位尺度の再検

査信頼1生が確認 さ れ た 。 研究 2 で は 社会的 ス キ ル や 孤独

感 との 関連 で 妥当性 を検討 し た 。 森脇
・坂 本・丹 野 （2002b）

は 自己開示 の 適切性 と聞 き手 の 反 応，開示者 の 抑 うつ と

の 関係 を 1 ヶ 月 の 縦断的調 査 に よ っ て検討 し，ま た 自己

開示 の 適切性 の 規定因 と して 自己没入傾向を取 り上 げ ，

自己開示 の 適切性 に 及 ぼ す影響 を検討 した。パ ス 解析 に

よ り，適切な （不 適切 な ） 自己 開示 を行 う ほ ど ， 聞き手か

ら 受容 的 （拒絶 的 ）反応 を受け ， 開示者 の 抑 う つ が低 くな
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る （高 くな る ） こ と が 示 峻 さ れ た 。 ま た
， 自己没入傾向が

品 い ほ ど ， 不適切 な 自己開示を行 うこ と が 示 さ れ た。さ

ら に，階層的重 回 帰 分析 の 結 果か ら
， 自己開示 の 聞き手

の 反応は ， 第 1 回の 抑．うつ の程度を統制後も， 第 2 回の

抑 うつ の程度 に 対 し影響を与え る こ と が 示 め され た 。

　吉田 ・浦 伽 03） は ， 自己 卑
一
ドを対人 コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ

ン の 中で 行われ る 自凵呈 示 と と ら え，自己 卑
．
ドに は （1）

自己卑下を受 けた者か ら，自己卑下に反し自己 の 評 価 を

保証 され て始め て適応的 に 働 く部分 （間接効果 ）と，（2）自

己卑下 をす る行為そ の もの が 適応的 に 働 く部分 値 接効

果〉が あ る と考 えた。そ して ， 自己 卑下規範 を内在 した者

とそ う で な い 者 とで ， 適応感 の 違 い を調 べ た 。

4．2 対人関係

　（1） 友人関係　基礎的 な 研究 で は相澤 （2003 ）が，同性

友人関係に お け る投資モ デル に つ い て検討し た 。 こ の モ

デ ル で は， コ ミ ッ トメ ン トに 影響す る の は 投資 ， 代替 関

係 の 質，満足 で あ り， 満足は 自己成果 の 影響 を受 け る と

い うもの で あ る。こ の 研究で は，自己成果 の代わ り に 「他

者成 果」「我々 成果」「合計成果」 r他者成果 → 自己成果」

の そ れぞれ を入 れ て ，
モ デ ル の 説明率の 変化を 同性友人

関係で調べ た 。
コ ミ ッ トメ ン トに は 満足感が 強 く影響 し

て い た 、 共分散構造分析を し た結果，親密さ が低 くな る

ほ ど相手 の 成果を重視す る傾向が 見られ た。投資 の 影響

は少な く，女性 で は親密 に なれ ばな る ほ ど投資が コ ミ ッ

トメ ン トを下 げる方向 に 働 く傾 向が見 られた 。

　学校 適応や問題行動と の 関連 に つ い て は 田 口 ・大谷 ・

平井 （PD ・i7）や 鈴木 ・植村 ・桜井 （PF36） が 検 討 し て い

る 。 出 口 ら （PD47｝は，大学生 に な る と学外 に も友人が で

き る と考 え られ る こ と か ら ， 大学生 を対象 に し て学内外

の 交友 関係 と学校 適応感 との 関係を検討し た。そ の 結果，

学内 に お け る 友人 と の 信頼 関係 は学校適応感 に 有意に 影

響 して い たが ， 学外の友人関係 に つ い て は 関係 が な か っ

た 。鈴木 ら （PF36）は ， 中学生 を対象 に し て ， 仲間 か らの

認知 （学習課 外活動 同性友人 関係 異性友人関係0）4 領域）と問題

行動 と の 関係 に つ い て 調 べ た 。 そ の 結果，学習 が で き な

い と思わ れ て い る と感 じ る こ と は，男女 とも学業不振問

題 と関連 し，男 子 で は 反 社会的行 動 ， 女 子 で は物質使用

お よ び異性交際 と正 に関連 して い た。また，異性友人 か

ら肯定的 に 認知 され て い る と思 う こ とが ， 女 子 で は物質

使用 お よ び異性交際の 問題 と関連 し て い た。課外活動や

同性友人関係に つ い て は有意差 は な か っ た。非行少年 ・

少 女 に お け る 友人 関 係 に つ い て は 藤 野 （2002 ）や 巾島

（PE991 が 検討 して い る 。 藤野 （2002）は少年鑑別所 に 入所

中 の 男子少年 221名を対象 に し た 研究 で あ る。友 人 と
一

緒

に い る理 由と友人 と の つ き あ い 方 を質問した 。

一
緒に い

る理 由 に つ い て は 1
．
信頼 ・親和 1「被受容 ・被理解」「不

快回避」に ，実際の つ きあ い 方 に つ い て は ［内面共有 」

「防衛」「享楽」「独立」に 分 か れた。回答 か ら交友関係が

表面的，
一

時的 なもの で は な い こ とが 示 さ れ た。また ，

非行 少年自身の年齢 ， 非行歴や友人 の 非行歴が上記の各

因子 に 及 ぼ す影響 に つ い て も検討 さ れた。巾島 〔PE99）は

約半年か ら 1 年程度 あ る 女子 少年院に 入院 して い た非行

少女 の うち，様態の 異な る 5人 を対象に ， 心 理 書簡法 を

実施 した 。 す な わ ち ， 少年院 に 入 る前の 自分 ， 現在の 自

分，未来 の 自分 へ の 手紙を書 か せ ，そ の 内容 を分析 し た 。

　  　家族 ・夫婦関係　井上 ・湯澤   〕2）は ，

“

親 の 発達
”

に 関す る質問尺度，夫や 子 ど もに 対 す る 愛着意識尺度，
一
般 的な対人態度 と し て愛着 ス タイル を測 る 尺度 を ， 3−5

才児を も つ 母親 に 実施 した。母親 は チ育 て を通 し て ，活

力の増加 ， 自己抑制 ， 視野 の 広 が り， 受容 性の増加 ， 柔

軟 さ，運命 ・伝統の受容な ど の 人間的な成長 を意識 した 。

そ して これ ら は
， 夫や子ど もへ の愛着意識 と

一
般的な他

者へ の対人 態度が 関与 して い た。北村 ・無藤 （2003 ） は，

母娘関係が 中年期の 母親の 抑 うつ 傾向及び自己確立感 に

ど の よ うに 関係す る か ， 娘の ラ イ フ イベ ン ツ に よ っ て 母

か ら 見 た娘 と の 関係 に 変化 が 見 ら れ る か を 調 べ た 。 柏

木 ・平 山 （2003） は ， 大学生 を 子 ど も に もっ 夫婦 を対 象

に ，中年期 の 夫婦 の 現実 の様態を調 べ た 。 結婚 の
“

現実
”

は 「相思相愛」「夫へ の 理解 ・支持」「妻 へ の 理解 ・支持」

に 分 か れ た。「相思相愛」 と 「夫 へ の 理解・支持 」に は性

差が あ り，夫 の 方が楽観的 な評定 を し て い た。妻 の 収入

や 学歴 と
“
現実

”

と の 関連 で は ， 妻 の経済的地位が 夫の

妻 に対す る行動を変え る効果は，妻が高学歴 で
一

定以 E
伽 〔［万 以 上 ）の 収入が あ る場合に 限 られ た 。夫婦関係 の 満

足 に は ，

“

現実
”

の うち ， 「相思相愛」の み が 強 く関連 し

て い た 。

4．3　社会的ス キル ，会話

　河村 （7−oo3）は ， 小中学生 が 学校生活 に お い て 活用 し て

い る社会的 ス キ ル と 学級適応 との 関係を 調 査 し考察 し た。

小 中学生 の学級適応 に は ， 「配慮 の ス キ ル 」と 「か か わ り

の ス キ ル 」の 2 つ の ス キ ル が 関係 して い た 。 中台 （2002 ）

は
， 幼児 の 社会的ス キ ル と孤独感 に つ い て 検討 した。社

会的ス キ ル は幼児用社会的 ス キ ル 尺度教師評定版に よ っ

て 測定 （保 育 者 に よ る評定 ）， 孤 独感 は 孤 独感尺度 を使用 した

〔幼児 との 個別面接 に よ る評 価）。 孤独感 が 主 張的 ス キ ル お よ

び協調 ス キ ル と負の 関係 に あ り，ま た 引 っ 込 み 思 案行動

と正 の 関係 に あ っ た。

　畑中 （2003）は発言抑制 に つ い て 研究 した。「発言抑制」

は ， 自発的 か 他律的 か に か か わ らず ， 会話中に 自分 の 意

見 や 気持ちな どに つ い て 表出し な い 行動 を 指 し ， 行動 の
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不適切性や適切性な ど は含意 しな い 。発言抑制 と精神的

健康 との 関連を調 べ た 結果 ， 男女 と もス キル 不足に よ る

発言抑制が多 い ほ ど， 精神 的健康は低 く会話不満感が高

か っ た な どの 結果 が 得 られ た 。 発言抑制の 下位側面 と 性

格特性 ， 社会的ス キ ル
， 精神的健康 との 関運 を調 べ た 結

果 ， 男女で 異な っ たパ ターン が え られ ， 男子 で は 会話抑

制 と会話不満感 お よ び精神的不健康が ほ と ん ど関連 して

い な か っ た が ， 女 子 で は 関連性 が 見 られ た。原田 （2003 ）

は ， 会話分析に よる質的な研究 と し て 興味深 い
。

こ の 研

究で は，日常的な相談 ・援助場面 を実験的 に 設定し，悩

み の 聞き手の 反応 を整理 し， 心理臨床 に お ける聞き手の

反応 と比較 しなが ら論じ た。悩み を聞く際の 発言 として

「推測 ・理解 ・確認」「肯定 ・受容」「情報探索」 「自己 お

よ び周囲の 開示」「違 う視点 の提示」 「問題解決に向けた

発言」 とい う 6 つ の カ テ ゴ リ
ー

を抽出した 。 悩み の聞き

手が 自分 の体験を開示 した り，問題 を受容す るよう促 し

た りす る と こ ろ に ， 臨床面接や援助技法 と は 異 な っ た 日

常的な相談 ・援助 の あ り方 が 見 い だ さ れ た。

4，4 攻撃性

　（1＞ 大学生 に お け る研究　湯川 （
’
20e2）は ， 自己存在感

の 希薄さ 尺度を構成す る た め の信頼性 と妥当性の 検討 を

中心 に ， 自己存在感の希薄さ と攻撃性の 関係 を検討 した 。

自己存在感 を 「自分 自身に 関す る肯定的な存在理由もし

くは存在価値 に つ い て の 感覚」 と定義 し ， 対 自 ・対他 ・

対時間の 3 つ の次元 ご とに 尺度 を作成 した。複数 の 尺度

との 関係 な どか ら妥 当性 を検討 した 。 田中 （2003）は ， 大

学生を対象 と して怒 り表出 （内向性 と外向性）と主張性に っ

い て問う尺度を含む 調査 を実施 した。独立性，対人積極

性 ， 依頼 ， 肯定的感情表明，否定的感情表明 に つ い て ，

怒 り内向性 の 高 い 者 は 低 い 者 よ り も 自己 の 主張性 を有意

に 低 く評定して い た 。 そ れ に対 して ， 怒 り外向性 の高い

者は低 い 者 よ り も，独立性，依頼，否定的感情表明 に つ

い て 自己 の 主張性を有意に高 く評価し て い た 。

　  　大学生 以 外 に お け る研究 　越中 （PBO8 ）は，攻撃性

の高 い 対象児が ，加 害者 に 悪意 に あ っ た場合 ， 制裁 と し

て の 攻撃 に よ っ て うれ し くな る こ とが明 らか となっ た。

また ， 年中児は男女 ともに 「たた い て くれた」「怒っ て く

れ た 」 な どの 理 由で 制裁 と し て の 攻撃を肯定的 に評価 し

て い た が
， 年長児 ， 特に 女児 の 中 に は 否定的 に 評価す る

者 もい た 。 玉木 ・山崎 ・松永 （PC38） は ， 小学 4 〜 6年生

1365名を 対象 と し た 調査 で ， 攻撃性 → 社会的情報処理 過

程 → ス ト レ ス 反応 と い う因果 モ デ ル を考 え， こ の 検証 を

試み た。河野 ら （PE22 −29）は，小学 5年生 を対象とした研

究 で ， 攻撃的行動 と感情 の 関連 を調 べ て い る 。 曽我 ・島

井・大竹 （2002） は ，
ビ ッ グ 5 を性格特性 と して と りあげ

て ， 攻撃性 との 関係を調 べ た 。 藤井 （PA30 ）は，小 6児童

お よび小学校教師各5 人を対象に して キ レ る現象に 関す

るイ ン タ ビ ュ
ー

を実施し て 「児童版キ レ や す さ 尺度」 の

項目 を作成 し ， 信頼性 と妥当性 の 検討 を試み た 。

　櫻井 （PBI2 ）は
， 攻撃行動 を低減 さ せ る こ と が 示唆さ れ

て い る社会的ス キ ル に着目し， 身体的攻撃 お よ び言語的

攻撃 と比較す る こ と に よ り， 関係性攻撃と社会的 ス キ ル

との 関連 を中学生 に お い て検討 し た 。 前田 ・中条 ・山 冂

（PB20 ＞や 山 口
・中条 ・前田 （PB20 は，中学生と高校生

を対象 と した調査 を行 っ た。前者で は ， 罪意識 ， 性別 ，

中学 ・高校の 別 と
， 問題行動 （怒 り感情，対 人 ス キ ル 激 撃性覩

範性）や生活充実感 （充 実感疎 外感） との関連 を調 べ た 。 後

者で は ， 罪意識 ， 性別 ， 中学 ・高校 の 別 と，暴力の効果 ，

暴力者の性格 ・特徴 ， 暴力発生原 W に関す る認知 と の 関

係 に つ い て 調 べ た。

4．5 援助

　（1） 援助者 に つ い て の 研究　唐沢 （2003 ）は ， 有利な立

場 の 者 が 不利な 立場 の者に 支援供与す る条件 を，原因帰

属の視点か ら仮想世界ゲ
ーム を用 い た 実験に よ っ て 明ら

か に した。有利な立場 の 者が 自ら の 達成 を努力 に 帰属す

るほ ど，不利な 立場の者に も努力を要求す る こ と，達成

の 原因 が 不 当な 要因に 帰属 され る こ とが 援助責任を引き

受 ける こ とが示 された 。 龍・小川内 （PAO7 ）は ， 愛着 ス タ

イル ，共感性 と向社会的行動 との 関係 を検討 した。

　 よ り実践に 近 い 援助の 研究 として ，
ボ ラ ン テ ィ ア を

扱 っ た もの が あ る。林 （PA32 ）は，中学時代 に 所属 して い

たクラブお よ び ボ ラ ン テ ィ ア学習を進め る 上 で の 適 正 な

集団規模 と い う 2 つ の 視点 か ら，
ボ ラ ン テ ィ ア学習 を効

果的に進 め る 方策を検討 した 。 松浦 （PC42 ）は ， 援助成果

の 認識や 援助行動経験が ， 以後の援助場面 に お ける援助

行動に及ぼ す影響を大学生 を対象に 調 べ た。その 結果，

こ れ まで の 援助経 験 が 多 い ほ ど，そ し て そ の 時成果が

あ っ た と認知 する傾向が 強い ほ ど ， 今後も援助す る意思

が あ る こ とが わ か っ た 。 妹 尾 ・高木 （2003）は，平常時の

援助に 注 目し， 援助行動が 援助者自身 に 与え る効果 媛 助

成果 ）に つ い て調べ た 。まず， 筆者が ボ ラ ン テ ィ ア を務め

た 現場で の参与観察お よび半構造化面接か ら，
ボ ラ ン

テ ィ ア 活動 が 有効 で あ っ た か ど うか の 援助の効果認識が

高い ほ ど ， 援助成果 は 得 られ やす く，援助成果 が得 られ

る ほ ど ボ ラ ン テ ィ ア活動継続へ の 動機づ けゐ塙 い だ ろ う

と い う仮説 を立 て た。そ の 仮説を別 の サ ン プル に 対す る

調査 に よ り検証 し て い る 。援助成果 は因子分析 の 結果「愛

他精神 の 高揚」「人間関係 の 広が り」「人生 へ の 意欲喚起」

に分か れ た 。 ま た ，
ボ ラ ン テ ィ ア 活動継続 の 動機 づ け は

「自己 志向的動機」「他者志向的動機」「活動志 向的動機」
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に 分 か れ た 。 重同帰分析 を行 い
， 仮説を ほ ぽ 支持 す る 結

果 を得た。鈴木 ・菅 ・
渥美 （2003） は，阪神淡路大震災 を

契機 とす る 凵本の 災害 ボ ラ ン テ ィ ア の 動向 を歴 史的経緯

をふ ま え て整理 し，現在展開 しつ つ あ る 災害 NPO の 全

国的なネ ッ トワーク化 の 意義 と課題 を検討 した 。

　  　被援助 者 ・援助要請者に つ い て の 研究　生徒 の 援

助要請行動 に っ い て 野崎 伽 03）は，生徒 の 学業的援助要

請行動 に つ い て の 「動機づ け
一

態度
一

要請行動」モ デル

を中学生 に 対 す る質問紙調査 に よ っ て 検討 した。太 田

（PA37）は，高校生 の 教師に対す る援助要請態度の 構造 を

調べ 援助要請態度尺度 を作戊 した。肯定的援助要請態度

は
， 「共感 予期」「緊急性 ・効 果予期」「信頼」「外見的魅

力」「他者 に よ る勧奨」に 分 か れ た 。 否定的援助要請態度

は ， 「評価懸念」「不信感」「自尊心 へ の脅威」「被援助効

果懸念」「自己防衛 1「自己隠蔽」 に 分 か れ た 。ま た ， 教

師 に つ い て 田村 ・石隈 （LOO2） は ， 中学校教師 を対 象 に し

た調査 に よ り，被援助志 向性 と自尊感情 との 関連 に つ い

て調べ た 。 調査 の 結果 か ら，筆者 は被援助志向性 と自尊

感情 か らみ た教師へ の 援助 に つ い て 提言 し て い る。

4．6　ソーシ ャ ル サポー
ト

　 （1） 大学生 に お け る研究　周 （2003）は，個人が ネ ッ ト

ワーク の メ ン バ ー
か らサ ポー トを能動的に 引き出す手段

と して の サ ポー ト獲得方略 に 注目し， 大学生 を対象に サ

ポ
ー

ト源 （普通 の 同性 の 友人，同性 の 親友，親，先生 ｝
， サ ポー

トの 種類 物 理 的，心 理 的，情報 的）に よ っ て サ ポー
ト獲 得方

略が 異 な る か ど うか を検討 した。その 結果 ， サ ポ ート種

類 に よ る 違 い は ほ と ん ど見 ら れ な か っ た が
， 個人 は 誰か

らサポ
ー

トを得よう とす る か に よ っ て 用 い る方略 が 異 な

る こ とが わ か っ た。丹羽 （PBO5）は ， 親 へ の 愛着 に よ る対

象ご との ソーシ ャ ル
・サ ポ ー

トと サ ポ ー
ト欲求 の 特徴 に

つ い て 検討 し た 。

　（2） 大学生以外 で の 研究　谷 口 ・浦 （2ee3） は，友人 関

係 に お け る サ ポ ートの 互 恵性 と精神的健 康 と の 関連が ，

関係 の 進展段階に よ っ て どの よ うに変化す るか を探索的

に 検討 し た 。 ソー
シ ャ ル ・サ ポ ートは情緒 的 と道 具 的 を

と りあげ，友人 ひ と り を想定させ ， そ の 人 か ら受 けた サ

ポ
ー

トと与え た サ ポ ートを別 々 に 測定 し た 。互恵的 で あ

る ほ ど ス ト レ ス 反応が 少な い と い う結果が ， 高校 1年生

3学 期 の データ で の み得 られ た が ，小学 6年生 の 1 ， 3

学期 ， 高校 1年生 の 1 学期 デ ー
タで は得 られ な か っ た 。

石川 ・井上 ・岸 ・西垣 内 （2003） は ， 要介護者 と介護者 の

続柄 に よ っ て ， 介護時間や介護期間 な ど の 介護状況や介

護バ ーン ア ウ トな どが 異な る か どうか を調 べ た 。 情緒的

サ ポ ートに つ い て は続柄 で 差 は ない が ， 介護サ ポー トに

つ い て は 男性 介護者の 方 が 女 牲 よ り も多 く，非効果的 サ

ポート に つ い て は IFど も介護者の 方 が 配偶者よ りも多

か っ たな どの 結果が得 られ た。バ ー
ン ア ウ トに つ い て は

夫介護者 は 低 く， 嫁介護者は高か っ た 。 介護者年齢 ， 介

護時間 と期間，痴呆得点，寝 たき り度 を統制 した後 の ソ
ー

シ ャ ル ・サ ポ ート とバ ーン ア ウ トとの 関連 で は ，

一
部に

お い て ソー
シ ャ ル ・サポ

ー
トが バ ーン ア ウ トを低減 す る

と い う効果が見ら れ た 。 田中 ・兵藤 ・田 中 （2002） は ， 在

宅介護者 が ど の ような サ ポー ト源 か ら どの よ うな サ ポー

ト受 け て い る か を検討 して い る 。 青木 ・加藤 ・三 村 ・菅

谷 ｛2002）は ， 養護学校教員 の 組織 コ ミ ッ トメ ン ト， プ ロ

フ ェ ッ シ ョ ナ ル ・コ ミ ッ トメ ン トお よび ソーシ ャ ル サ

ポー
トを構成 する因子 を明 らか に し，さ ら に プ ロ フ ェ ッ

シ ョ ナ ル ・コ ミ ッ トメ ン トお よ び ソーシ ャ ル サ ポ ー
トの

各下位因子が組織 コ ミ ッ トメ ン トの 下位 因子 に 及 ぼ す影

響 を 明 ら か に した 。 組織 コ ミ ッ トメ ン トを目的変数 ， プ

ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル ・コ ミ ッ トメ ン ト， ソー
シ ャ ル ・サ ポ ー

ト と デ モ グ ラ フ ィ ッ ク 要 因 を 説明変数 と して 階層的重 回

帰分析 を行 っ た。そ の結果 ，組織で の存続 に 関する コ ミ ッ

トメ ン トを 有意 に 説明す る 変数は な く ， ソーシ ャ ル ・サ

ポートは組織 コ ミ ッ トメ ン トを有意 に 説明 しな か っ た が ，

養護学校教員 の 組織 に 対 す る 愛着や 一
体感 を 高 め る に は

，

そ の専門志向を満足 させ ，専 門性を高め る よ う な諸施策

が 望 ま れ る こ とが わ か っ た 。迫 田 ・田 中 ・淵上 （PF55）

は，小 中高校 の 教師 を対 象と した 研究で ，校長 の 勢力 ，

教師 の エ ン パ ワ
ー

メ ン ト，お よ び校長の コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン が ， 教師が認知した校長 の ソ
ー

シ ャ ル ・サ ポート

に 及 ぼ す影響 に つ い て調 べ た 。 中村 （PD45 ）は，子育 て サ

ポー
トネ ッ トワ

ー
クの パ ターン を因子分析に よ っ て検討

した 。 さ ら に そ の パ ター
ン に 基 づ い て ク ラ ス ター分析を

行 い
， 各ネ ッ トワーク タ イ プご と の 属性 の 特徴 や育児観

との 関連を検討 した 。また ，音 山 ・坂 田 ・古 屋 CPD53．55）

は ， 心 理 的ス トレ ス 過程の 中核構成因 で あ る情動反応 ，

ス トレ ッ サ
ー，お よび ソーシ ャ ル サ ポー トを取 り上 げ，

高校生 に お け る心理的 ス トレ ス 過程の構造 を検討 した 。

4．7　ス トレ ス ，コ
ーピ ン グ

　（1） コ ーピ ン グ　気晴ら し や 反 すうに つ い て は複数 の

研 究 が 報告 さ れ た 。及川 （PB34 ｝は
， 気晴 ら し方略に対す

る認識 と気晴 らしの 不適応 的活用 との 関連 に つ い て 調 べ

た。伊藤 らは Nolen−Iloeksema の 提唱す る 反応 ス タ イ

ル 理 論 に っ い て 研 究 した （レ ビ ューと し て 伊 藤 ・竹 中 ・上 里

（2002）が あ る ）。伊藤 ・上里 （2002） で は，過去 に 経験 した

最 も重 い 抑 う っ 状態 の 程度 と完全 主 義 の 関連 ，お よ び完

全 主 義 とネ ガ テ ィ ブ な反す うの 関連 を見 る こ と で ， 完全

主義 と抑 うつ の 関連 を再検 討 した。そ の 結果 ，完全 主 義

と ネ ガ テ ィ ブ な 反 す う は関連が あ る こ と，ネ ガ テ ィ ブ な
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反 すう は抑 うつ の脆弱要因で あ る こ と， 完全主義は抑う

つ の 脆弱要因 で は な い こ とが示唆 され た。ま た ，伊藤 ・

上 里 〔2003）は ， 性格の 5因子 理論を用 い て，ネガ テ ィ ブ

な 反 す う が抑 うつ の 心理的要囚 と言 え る か ど う か を 検討

した。ネ ガ テ ィ ブ な反す う と神経症傾向 は正 の 相関が あ

る が ， 神経症傾 向を統制 した後で もネガ テ ィ ブな反す う

は抑うつ との 間 に 有意 な相関が 見られ た 。 他に も，
コ ー

ピ ン グ に つ い て は ， 曖昧 さ へ の 非寛容 （友野
・橋本，20 2），

対人 的自己効力感 （松島・塩 見，PC56 ）， 対人葛藤方略 ス タ

イ ル （加 藤 2ee3），敵意 〔佐々 木 ・山崎，20  2）な どとの 関係

で 検討 さ れ て い る 。

　岡林ら （2D〔）3） は ， 障害高齢者 の 在宅介護者 に つ い て検

討 した。こ の 研究 の 目的 は ， 高齢者の在宅介護 か ら生 じ

る 介護ス ト レ ッ サ ーが介護者 の 精神的健康 に 及ぼす悪影

響を緩和す る対処方略 の 効果 を包括的 に検討す る こ と で

あ っ た．65歳以上 の要介護高齢者を もつ 家族 に 対 して質

問紙調査 を行 っ た 。 介護ス トレ ス に対す る対処方略 ， 介

護ス ト レ ッ サ ー
，

バ ーン ア ウ ト， 主介護者 の 基本的属性

などを測定した 。 重回帰分析 の 結果 ， 「介護に お け るペ ー

ス 配分」 は，燃え 尽 き を減少さ せ る 主効果 とともに介護

拘束度の増大に伴 う燃 え尽き の 悪化 を抑制 し た 。 ま た ，

「気分転換」とい う対処方略は，介護拘束度を減少さ せ る

主効果 と と もに 高齢者 の ADL 障害が軽度の場合は 介護

拘束度の 増加を抑制す る が ，
ADL 障害が 重度に な る とそ

の効果が弱ま り気分転換 が 介護拘束度の 増加 に 働か な い

こ と を示 した。ま た，小学生 の お け る介入研究 と して 植

松・荒木 （PF61 ） は ， 小学 4 〜 6年生 に対 し質問紙 と観察

を行 い
， それを元 に コ

ーピ ン グを育む プ ロ グ ラ ム を開発

し実践例 を報告 し て い る 。

　 （2） ス トレ ス ，
バ ーン ア ウ ト　教師に おけるス トレ ス

の研究が複数報告された 。 高木 。田中 （2003） は，小 ・中

学校 の 教師 を対象 に ， ス トレ ッ サ ーの 項目作成か ら始め

た。ス トレ ッ サーは ， 職務自体 ， 役割の 問題 か らくる も

の，人間関係に よ る もの ， 組織風土 に よるもの ，個人 ・

家庭 の もの に 分けて 項 目を 作成 し た 。 職場環境 が職務 自

体の ス トレ ッ サ ーを生 み 出し ， そ れ が バ ーン ア ウ トに つ

な が る と い うモ デル が得 られた。また高木・田中 （PE54）

で は，小 中学校の 教師を対象 に ， 学校種別， 性別 ， 年代

な どの 諸属性を も と に，ス ト レ ッ サ
ー

か ら ス トレ ス 反応

に 至 るまで の ス トレ ス 過程の 下位尺度 を比 較 した 。 米

山・井上 CPBS6）は，教師 の バ ー
ン ア ウ ト傾向を軽減す る

方策を探索す る た め に ，

一
連 の 調査研究 を行 っ た 。田村・

石隈 （PF102） は，教師自尊心尺度 ，
バ ー

ン ア ウ ト尺度を

独 自に 作成 ・改訂 し た。教師 自尊心尺度は絶対的自尊感

情 と相対的自尊感情に わ か れ た 。

　 育児 ス ト レ ス に つ い て ，南・寺見 （PD19 ）は ， 乳幼児を

もつ 母親を対象 に
， 母親の 育児ス トレ ス お よび 日常生活

ス トレ ス が子 ど も と母親の年齢や 属性5 さら に母親の 就

労の有無 との 関連を調 べ た 。 寺見・南 （PDLO ） で は
， 育児

ス トレ ス お よ び 日常生活 ス ト レ ス と 母親 の 愛着お よ び

ソーシ ャ ル サ ポー トと の 関連 を調 べ た 。 ま た 水 田 ・岡本・

立元 （PGI8）は，幼稚園・保育園に お い て 3 〜 6歳 の 子供

を持 つ 保護者を対象 と し．た調査 に よ っ て ，養育 ス ト レ ッ

サ ーを作成 した。自信 の な さ，制約， 子 ど も ， 配偶者 ，

園 と の 関係，祖父母 との 関係 ， 責任， サ ポートの 8 因子

に 分か れ た 。

　 他に も ， 視覚障害者 を対象 と した 研 究を松中 伽 02＞が

行 っ て い る。視覚障害者用 日常ス トレ ス チ ェ ッ ク リス ト

の 妥当性 ・信頼 ［生の調査 を ま ず行 っ た。さらに 続 く調査

．で は，視覚障害者の性別 ， 年齢 ， 受障時期，同居家族の

有無 とス トレ ス との 関連 を調 べ た。介護者の ス ト レ ス に

つ い て は篠崎 （PCO6）が ， 家族介護者 と被介護者 と の間に

あ る 関係性 の 歴 史に 注目 し ， 関係性の 歴史 の 特質 が 家族

介護者の喪失感に 及 ぼ す影響 に つ い て 検討 し た 。

5． 集団 ・メ デ ィ ア

5．1 集団

　教育現場 に お い て，集団的な視点か ら の実践研究が盛

ん に 行 われ て い る。松本・
淵 上 （PA40 ）は ， あ る 中学校を

対象に チーム ・テ ィ
ーチ ン グ の 導入 に より，生徒の対教

師認 知が どの ように 変化 した か を 調 べ た 。チ ーム ・テ ィ
ー

チ ン グに よ り，授業に対す る満足度や教師の指導に対す

る肯定的 な 見方が強 く な っ て い っ た が ， 否定的な点 （例 ：

チーム ・テ ィ
ーチ ン グ授業に よ る 生徒の 緊張感や 監視さ れ て い る と

い う感 覚） は変わ ら な か っ た 。 松村・多田 ・浦野 （PA47 ，48）

は ， 小学校の 1学級を対象に そ の学級の 担任 と と もに 学

級 の雰囲気や 学級作 り に 関す る 方針 に つ い て 検討 し，担

任の接し方 に つ い て 検討 したア ク シ ョ ン リサ ーチ で あ る 。

金 山・小野 （PGO4） は，小学校 6 年生 を対象に した社会的

ス キ ル 訓練の授業を 5 回分 ， 担任教師 と大学院生 1 名 で

行 っ た。5 同 分 の テ
ー

マ は 「オ リエ ン テ
ー

シ ョ ン 」「挨拶」

「心 に 残る聞き方」「積極的な 聞き方」「あた た か い 言葉 か

け」で あ る 。 事前事後の 測定 に よ っ て 効果 を検証 した結

果 ，

一
連 の 授 業の 効果が示 された。吉山 （PC48 〕は，大学

の 授業 で グル ープ体験 を行 い
， 社会的 ス キ ル や 孤独感 に

及 ぼ す効果 を調 べ た。そ の 結果，この 授業を 受 け て い な

い 統制群 と比 べ て ， 社会的 ス キ ル や孤 独感 （人 と理 解・共 感

で き る か の 次元 ）で 改善 が み ら れ た 。 孤 独 感 の う ち ， 個 別性

の 気 づ き次 元 で は 改善 は み られ な か っ た 。 松井 ・田 中

（PB87 ）は ， 学校適応 を促進 させ る た め ， 校外活動 を高校

1年生を対象 に 実施 した 。 教師と生徒閲で の サ ポート交

換が ， 学校適応 に 及ぼす影響 に つ い て 調 べ た 。 校外活動
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は オ リエ ン テーシ ョ ン 合宿，大学訪問 ・企業見学で あ っ

た 。 校外活動 が 学校適応 を促 進 ， 改善す る こ とが 示 され

た。弓削・田 中 （PB ：S9）は，学級集団を相互 依存的体系 に

組織化 する こ とが学級集団の 凝集性 を高 め る こ と ， そ の

際 の 教師の 役割 を検討 し た。 N 課 で あ る 清掃活動 に よ っ

て 学級集団の凝集性 を高め た 事 例 （2002．日教心）を参考 に

相互依存的体系 の 清掃活動 の プ ロ グ ラ ム を思案 し ， あ る

学級で実施 し，そ の 効果 を分析 し た 。

5．2 マ ス メデ ィ ア

　不適応 の 問題 を マ ス メ デ ィ ア か らの 情報 と い う視点か

ら 分析 した研究が報告された 。 湯川・吉田 （2003）は，テ

レ ビ番組や 映画な どか ら暴力 の 定義 に そ っ て作品 を サ ン

プ リン グ し ， 20作品 を 取 り上 げた。それ ぞれ に つ い て 3

分間 に ま と め た もの を 見せ
， 被験 者 の 印象 ， 感情反応 を

測定 し ， ま た 攻撃者 の 要因 （止 当性，帳 酬性，人数 性 別 ， 年

齢，善 悪 ） と被害者 の 要因 （人 数，性 別 ，年齢，致 死 〉 に つ い

て ス ト
ー

リ
ー

を評定 さ せ た 。 印象評定 は 因子分析 の 結果 ，

娯楽性 と暴力性に 分 か れ，感情 は快 ・不快 ・虚無 に 分 か

れた 。 感情 と こ れ ら の 要因 と の 関連 を調 べ た 結果 ， 暴力

性は不快感情 を高 め ， 娯 楽性は 不快感情を低め か つ 快感

情 を高める こ とがわ か っ た 。 梅原 ・坂 元 ・井出・
小林 C2002）

は ， テ レ ビゲーム使用 と シ ャ イネ ス と の関連 に つ い て 縦

断的に 調べ た 。 テ レ ビ ゲーム に 没入 する こ とで ， 人付き

合 い が で きな くな る と い う懸念が あ るが ，こ れ ま で の 研

究で ， 大学生で は TV ゲ
ーム で共感性が失わ れ る が ， 高

校生 で は社会的不安が低下す る傾向が 出 て い る。本研究

で も性別 と学年 お よ び 1 回圉の シ ャ イネス を統制 した後，

1 回目の テ レ ビゲ
ー

ム 使用量 は 2 回目の シ ャ イ ネ ス に 負

の影響 を与え て い た 〔男子 で ）。また ， 植松 ・畑 中 （PG74）

は，大学生 の 授業 に お い て ， 薬物 に 対す る 啓発 ビ デオ を

視聴させ る こ とで
， 規範意識の促進 に対す る効果 を検討

した 。

　「対人関係」「ソーシ ャ ル ・サ ポー ト」「ス トレ ス
，

コ ー

ピ ン グ」で は，大学生以外 の サ ン プル で も多 くの 研究が

発 表 され た 。中 に は ， 実践 的 な 取 り組 み の 中で デ
ー

タ を

と っ て い る も の もあ り興味深 い 。

6． 今後に向け て

　最後 に ，教 育 や 心理臨床現場 に 関連 す る社会 心 理 学的

研究 の 今後 の展望 に つ い て ， 私見 を述 べ て み た い 。

　 まず は ， 大学以外の 現場 で も盛 ん に 研究 され て い る こ

と は 評価 で き よ う。例 と して ， 教員 ， 母親 ・妻 ， 介護者

や障害者
’
な ど に対す る ス ト レ ス や ソー

シ ャ ル ・サ ポート

の 研 究 ， 非行少年 ・少女 の 友人関係 や 学童 ・生徒 に お け

る学 校不適応 の 研究 な どが 挙 げ られ る 。 サ ン プ ル が 異 な

れば，大学生 で開発 さ れ た 質問文 が そ の ま ま使え る か ど

うか，質問項 日数 が 多 す ぎな い か な ど，研究 上 の 注意点

も多 い
。 研究者が研究者の 視点だ けで質問紙 を作成 ・実

施 し よ う と す る と ， 項 目数 の 多 さ や 文言 の 難 し さ な ど同

答者へ 負担が か か るか もしれ な い
。 これ を避 ける意味 で

も現場 で の研究に は 現場従事者 の 参画 が 欠 か せ な い 。ま

た ，現場 で の 実践 的な研究が多か っ た点 も評価で き よ う。

学級集団に お ける心理教育な ど ， 今後継続 し て 成果の 蓄

積 を求め た い と こ ろ で あ る。そ の
一

方 で ， 実践 や 現場 で

生じ る事象 を基礎的な社会心理学 の 視点 か ら説 明 す る研

究も期待 した V 

　 レ ビュ
ーし て い る 上 で ，多少気 に な る 点 も見 ら れ た

、

　 まず ， 概念の乱立 で ある。様 々 な概念 を提出し ， 使え

る もの だ けが生 き残 る と い う考え方 も あ ろ う。研究者 の

自白な発想をKE害す る つ も り は な い 。 しか し，新 たな概

念 を提出す る前 に，既存の 概念と ど こ が ど う違 う の か ，

既 存 の 概念で は何が説明で き な い の か，念入 りに検討 し

て欲し い 。そ の 際，基準関連妥当性 の
一・
っ と して 「増 分

妥 当性」に つ い て も検討 して い ただ きた い
。 もち ろ ん ，

欧米 の 概念 を無批判的に輸入 す る の も良 くな い 。既存 で

あ ろ う と独 自で あ ろ う と
， あ る概念か ら現象 を見 る以上 ，

そ の概念に対す る吟味は 十分 に 行 い た い 。

　 また ， 提出さ れ た新た な概念の 中 に は ， 理論 的背景 が

希薄で ，現象 の 表層的記述 に 過 ぎな い と思わ れ る もの も

あ る。現象に対す る社会心理学的な説明 は ， 現象の 生起

に お ける why に 対す る説明 （その 現象が なぜ生 じ る か と い う

根本原 因の 説明 ）で は な く，
how に対す る説明 （そ の 現象が ど

の ように して 牛 じる か の メ カ ニ ズム の 説明） を指向す る。し た

が っ て ， あ る 不適応現象を別 の 言葉 で 言 い 換 えた ような

表層 記述的な概 念 で は ， た と え説明力が 高くて も，その

現象の 生 起メ カ ニ ズ ム の 理解 に は あ ま り役に立た な い で

あ ろ う し ， よ ほ ど実用 に 供 し た り実践 に 示唆 を与 え る も

の で な い 限 り，trivialな も の に 感 じ ら れ る 。

　確か に ， 現場 に 起 こ る現象 を説明す る た め に は よ り細

か く見 て い く必要 が あ る だ ろ う し，そ の 中 で 独 自の 概念

も必 要 とな る か も しれ な い 。どの ような概念的枠組み で

見れ ば，基礎研究 で の 知見 を活 か しつ つ
， 現場 で の 説明

力を上 げ有用な もの と な りうるの か t 今後 とも考 え て い

く必要 が あ る 。

　 E記 の こ と と 関連 す る が ， 個 人 差 変 数 と当該現象 と の

相関研究が多い よ う に 思 え る。 こ れ も研究 の 出発点 と し

て は悪 くな い 。しか し，い つ ま で こ れ を や っ て い て も何

も積 み 重 ならな い
。 特に認知 を扱 う研究で は，現象記述

的 な研究だ け で な く，基礎的な社会心理学 ， 認知心理学

の これ まで の 知 見を と り入 れ た モ デル 化 を望み た い
。

　以上 の ような注文 を自戒 も込 め て 行い た い 。 「基礎研究
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は現場 に役立たな い 」 と悪 口を言っ て も始ま らない し，

現場 が 多忙の 中，独自に 実の ある研究をす るの も限界 が

ある．基礎 と現場をつ な ぐ研究や実践の あ り方を今後 と

も考え て きた い 。
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