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学級集団の 開発を目的 と した心理教育プ ロ グラ ム の 実際
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企画 の 趣旨

淵　上　克　義

神　山　貴　弥

鳩　田　洋　徳

鈴 　木　教　夫

栗 　原　慎 　二

石　隈　利　紀

（岡 山 大 学）

（広　 島　 大　 学）

（早　稲　 田　大 　学）

（春日部市立武里 小学校）

（広　 島　 大　 学）

（筑　 波　 大　 学）

　近年 ，
い じめ ， 不登校 ， 学級崩壊な どの学校現場が抱

え る 諸問題 に 対 し て ，そ れ らを未然 に 防 ぐた め の 予防的

な意味合 い か ら ， また ， 児童生徒の い っ そ う望 ま し い 発

達 を促 す と い う開発的 な 意味合 い か ら，様 々 な心理教育

プ ロ グ ラ ム が学校現場 で 実践 さ れ る よ う に な っ て きた 。

　 し か し，こ こ で 注意 し て お か な けれ ば な ら な い こ と は，

こ う し た 心 理教育プ ロ グ ラ ム の安 易な 導入 に つ い て で あ

る 。 元来 ， こ う した 心理教育プ ロ グラ ム は ， 特別な知識

や 技能 ， あ る い は 訓練 を必要 とす る こ と な く実施 で き る

こ とが そ の 大 き な 特徴 で あ りメ リ ッ トで あ る が ， 当然 の

こ とな が ら ， 実施 した か ら と い っ て す べ て の 問題 の 予防

や ， 個人や集団 の あ ら ゆ る特性 の 開発 に つ な が る もの で

は な い
。 それぞれ の 心理教育プ ロ グ ラ ム の 特徴を理解 し

た 上 で ，児童生徒や学級 の 実態 や 課題 に 応 じ て ，そ の 導

入 に つ い て は検討す る 必要が あ ろ う。

　そ こ で ，本 シ ン ポ ジ ウ ム で は，数 あ る 心 理 教育 プ ロ グ

ラ ム の 中か ら， ス トレ ス マ ネジ メ ン ト教育 ， ア サ
ー

シ ョ

ン ・トレ ー
ニ ン グ，ピ ア ・サ ポートプ ロ グ ラ ム を 取 り上

げ， そ れ ぞ れ に教師 と し て あ る い は研究者 と し て学校教

育現場 で の 実践 に 深 く関わ っ て 活 躍 さ れ て い る 3名の 話

題提供者よ り， そ れ ぞ れ の プ ロ グ ラ ム を紹介 い ただい た。

　紹介 に あ た っ て は，各プ ロ グ ラ ム が児童生徒あ る い は

学級集団に と っ て ， どの ようなエ ン パ ワ
ー

メ ン トを もた

らす の か，また，どの よ うな工 夫や配慮をす る こ とが そ

の エ ン パ ワ ーメ ン トを高め る こ と に つ なが る の か に つ い

て お 話 を い た だ い た 。 さ ら に ， 指定討論や フ ロ ア との や

り と りを 通 し て ， 心 理 教育 プ ロ グ ラ ム を通 して 児童生徒

や 学級集団 の 開発 や 諸問題行動 に対す る 予防を行 う こ と

の 重要性や 有用 性を 改 め て 問 う と と も に，実践上 の 限界

や 課題 な ど に つ い て 議論を行 っ た 。

　学校に おけ る ス トレス マ ネジ メ ン ト教育の 実践

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 嶋田　洋徳

　心埋学的立場 か ら 「ス トレ ス マ ネ ジ メ ン ト」 を目的 と

した 体系化さ れ た 方法 に は ， 認知行動療法 の 代表的な技

法 に 分類 さ れる 「ス トレ ス 免疫訓練法」 が あ り，その 有

効性の エ ビ デ ン ス も示 さ れ て い る 。 認知行動的ア ブU 一

チは ， そ の 方法論 の 特徴 か ら ， 治療的効果 の み な らず，

予防的効果 も期待 で き る。す な わ ち，学級集団 の 開発 や

「生 き る力」の育成 に も寄与で きる 可能性が ある 。具体的

に は，ス ト レ ッ サ ー
に 対す る 「刺激統制」，認知的評価 に

対す る 「認知的再体制化（認知 的技法）」，
コ ーピ ン グ に対す

る 「コ
ーピ ン グス キ ル 訓練 （行 動 的 技 法 ）」，ス トレ ス 反 応 に

対す る 「リラ ク セ ーシ ョ ン 」な どが 用 い られ る 。

　 これ ら の 諸技法 は概ね そ の 効果 が確認 され て い る も の

の ， 児童生徒の 学級集団 を対 象 と した 場合に は ， 認知的

技法の効果を疑問視す る見解 も見受け ら れ る ． そ こ で ，

介入 で 使用 す る 刺激場面 をイ ラ ス トや映像 な ど を用 い て

視覚的 に提示 す る こ と に よ っ て ， 「考え （認知 ）」 と 「気持

ち 憾 情）」 を区別 す る こ と，同 じ場面 を見 て も （経験 して

も）様々 な解釈 が あ る こ とを知る こ と ， 「考え」 を変え る

こ とに よっ て 「気持 ち」 が 変化す る こ とを知 る こ と， を

ね ら っ た実践 を行 っ た 。 そ の 結果，小 学校 中学年か ら高

校生 に至 るまで ，認知的技法 に よる効 果が認め られた。

　ま た ， 実 践 上 の留意点 と し て ， 特に 不 適応児童生徒に

用 い る際 に は ， 日常的 に 高頻度 に 経験 し，
か つ 侵襲性 の

低 い 場 面 か ら扱 っ て い く方 が よ い こ と ， そ の場 面 で ど の

よう に考 えたの か
， 感 じた の か とい う内容面 ばか りで な

く ， 考え方 や 気持 ち の 生 じ る 「仕組み 」に ふ り返 りの 重

きをお く方 が よい こ とが 示唆 さ れ た。さ らに ，効果測定

の 測度 と し て，ス ト レ ス 反応 の 軽減や不適応行動 の 変容

げ ウ トカ ム 変蜘 ば か りで は な く，同
一

刺激場面 で あ っ て

も多様な解釈や コ ーピ ン グ方略を案出で き る ， な どの プ

ロ セ ス 変数 の 評 価 を 体系的 に 行 う こ とに よ っ て ，ス トレ

ス マ ネ ジ メ ン ト教育の 予防的効果 の 測 定も可能 に な る と

考 え ら れ る。
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1．子 どもたちの 言語表現 の 問題点

子 ど も た ち は ， 口常的に単語程度の会話や 曖昧な表現
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