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学校教育に お ける社会心理学的視点
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中　谷 素　之

　 （大阪大学）

は じめ に

　本稿 で は ， 最近 1年間 （2005 年 7 月〜2006 年 6 月）に 刊行

された教育心理学関連 の研究 の 中で ， 特に社会領域 に関

運す る研究 の 動向を概観す る 。 上記期間に 公刊さ れた 学

術雑誌 に 掲載 された論文お よび 「日本教育心理学会第48

回総会発表論文集』 の 掲載論文 を対象 と し た。

　論文 の 選択 に あた っ て は
， 教育場面の研究の動向を中

心 に把握す る 目的か ら，学校教育場面 拗 ・
小 ・中・

高を k

む）を扱 っ た もの を重視 し ， また雑誌に関し て は 「教育心

理 学研究』に掲載 された もの を中心 に ，
TABLE 　1 の 雑誌

に 掲載 さ れ た 論 文 を対象 と し た 。 ま た 発表論文集 に 関 し

て は ， 紙幅 の 都合上，本文中 に 著者名 と発表番号 の み を

記 した 。

　社会部 門 は 扱 う範 囲が 広 く，他領域 ， 他部門 と重 なる

部分 も少な くない
。 社会部門の定義の難 し さ，曖昧さ は，

過 去 の 年報 に も述 べ られ て い る と お りで あ る。過去 の

「教育心理学年報」の社会部門を眺 め る と ， 主 に 社会心 理

学 的研 究が 扱 わ れ て い る もの や ， 著者 独 自 の 視点 か ら

テ
ー

マ を設定 して い る もの 等様々 な ス タ イ ル が あ る。

　本稿で は，「教育心理学年報』と い う本誌 の特徴 を考慮

し，   学校教育場面 （幼 ・小 ・中 ・高を含む） を扱 っ た も の

を重視す る と と も に，  学校教育場面 で 重要 な トピ ッ ク

で あ る と考 えられ る 「動機づ け」「対人関係」「適応」 を

中心 に ， 今年度の 動向を概観 し て ゆ く。

TABLE 　l　 社会部門で 扱う対象雑誌 お よび論文件数

雑誌名 巻 　号 論 文総数 対象論文数

「教育心 理 掌研究』　　 第53巻 3号〜第54巻 2号
「心理 学研 究』　　　　 第76巻 3号〜第77巻 2号
「社 会心 理 学研究』　　 第21巻 1号〜第21巻 3号

「実験社 会心理学研究 」第45巻 1号
「パ ー

ソナ リテ ィ研 究 」第14巻 1号〜第14巻 2号
『発達心 理 学研究』　　 第16巻 2 号〜第17巻 1号

「カ ウ ン セ リン グ研 究 』 第38巻 3号〜第39巻 2号

879856245

工

　

322

55316241

21536

　 1．全体的動向

　今年度 の 社会部門 の 特徴 と課題 に つ い て
， 以 下 の 3点

か ら検討 して み た い
。

1 ．教育現場の 問題意識に 関わる研 究の 増加

　社会部門は現実の 問題 との イ ン タ
ーフ ェ イ ス の 役割を

もち うる分野 で あ り，学校教育 の 問題意識 に 近 い 研究 も

増加 して い る 。 学校に お け る学習
・授業， 人間関係 ， あ

る い は子 どもの 自己 に 対 して 介入 し，そ の 改善 を目指 し

た重要 な 実践研究 も少な くな い
。

こ れ は近年 の 教育心理

学 の 「実践化」の 流 れ で もあ ろ う。今後 ，
こ れ らの 研究

知見 に つ い て ，教員 や 教育関係者 に も 日常 の 教室場面 で

具体的活 動 として イ メ ージで き る ような ， 成果の
一
般化

可能性 と し て 展開 さ せ て ゆ くこ とが 重要な課題 だ と思 わ

れる 。

2．テ ー
マ と方法の マ ッ チ ングの 問題

　研究 テーマ に よ っ て 用 い る研究方法 も限られ る傾向に

ある 。 例 え ば教師行動や授業に 関 して は，観察や 面接な

どの質的研究が用 い られ た研究が比較的多い が ，

一
方 ，

社会性や 動機づ け とい っ た 心理 的要因 に 焦点を当て た研

究 で は ， 観察や行動 の データ が用 い られ た研究は多 くな

い 。 扱うテ ー
マ の性質上や む を得な い 面 もあるが ， 1 つ

の 研究 テーマ に 対 して 多面的な測定や ア プ ロ ーチ を行 う

こ と は ， テ ーマ を よ り魅力的 に し ， 研究の 理論的 お よ び

実践的価値 を高 め る こ と に も つ なが る で あ ろ う。

3 ．研究間の相互関連性

　年度 とい う単位 で 研究領域 の レ ビ ュ
ーを行 っ て み る と，

多 くの 研究の 労力 の 貴重 さ が 実感さ せ ら れる と と もに ，

こ う した研究が ， す べ て で は な い に せ よ， な ん らか の 形

で系統化 さ れ成果 が 発表 さ れ て い く こ と も重要 で は な い

だ ろ うか と 思わ れ る 。 共同研究や プ ロ ジ ェ ク ト型研究な

どが うま く機能す る場合 の イメ ージ に 近 い の か もし れな

い 。研 究知見の 積み 重 ね と発信 と い う観点か ら も ， 特定

の テ
ー

マ で 複数回 の 研究が 遂行 さ れ，理論 が 鍛 えられ て

ゆ く こ と も意義が大 き い で あろ う。
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TABLE 　2　 『第 48回総会発表論文集』に お け る社会部門 の

　　　　発表 テ ーマ と件数

TABLE　3　 『第48回総会発表論文集』に お け る社会部門研

　　　　 究の対象者の属性 と件数

カ テ ゴ リー テー
マ 発表 件数　小計 （％） 対 象者 発表件数 割合 （％｝

学校組織
・
教 師集 団　 学校組織

　 　 　 　 　 　 　 　 　 教師集団

　 　 　 　 　 　 　 　 　 学 校

学級

教師

擬業

学級適応

対 人 関係

社会 的 ス キ ル ・社会 性

動 機づ け ・学習

進 路 ・キ ャ リ ア

自己

学級経営

学級集団

教師 ・教師行動

教職 志望 ・教育 実習

授業

協同学習

学級適応

攻撃

ス トレ ス

精神的健康

不適 応

い じめ

問題 行 動

仲間関係 ・友 人 関係

教師一生徒関係

対人 行 動 ・認 知 ・態 度

社会 的 ス キ ル

社会性促進

社会 的 行 動

社会的 コ ン ピ テ ン ス

学習動機づ け

学 習 方 略
・
援 助 要 請

動機 づ け〔学習以夕9

進路 ・
キ ャ リア

自己

感情

有能 感

ア イ デ ン テ ィ テ ィ

自尊 心

13　 　 29（9）

10665251

／1（3）

17（5）

29　　　　　35（1］）
6983

く

4
∠

3

145 （14）

幼 児

小学 生

中学 生

高校 生

短 大 牛．
專門学 校生

大 学 生

大学 院生

成人

教師

校長 ・教頭

保護
．
者

そ の他 （新聞記事等）

82398533112221872

1

4

　

　

　

　

　

1

4．7521
，6419
．267
．652
．111
．3229
．820
．790
．261D
．820
．530
．53D
．53

発表総 数 379

・
蔓

「
つ

4

1

006

つ」

ワ凵
−

吊’
84

？】

2ヨ

19

一
」

43

9凵
−

23（7）

39（12）

39（12＞

25（8）

52（17）

注 ： 1 つ の 研究 に お い て 2 つ 以上 の カ テ ゴ リ
ー

の 対 象者 を扱 っ て い る場合

　 が ある た め、TABLE 　l の 合 計 とは
一

致 しな い u

社会部 門
．
該 当合計

（発表 総数

i！　15．
742）

　 II．厂第 48回総会発 表論文集』の動向

　社会部門 に 該 当す る と 思われ る発表を選出し，カ テ ゴ

リーと具体 的な テ ーマ に 分類 し た も の が TABLE 　2 で あ

る。 す べ て の 発表件数 742件 の うち，社会部門 に 該 当す る

と 思 わ れ る発表 は315件あ り ， 全発表 の 42％を占め て い

る。 こ れは，社会部門 自体 の 発表 数 の 多さ に 加 え，部門

が発達や人格 と も重 な る領域 で あ る こ とか ら ， 該当発表

数全体 が 多 くな っ て い る可能性 が 考 え られ る。

　発表数 の 多か っ た具体的な研究テ ーマ で は ， 授業に 関

す る発表 が 29件 と最 も 多 く，次 い で 学習動機 づ け 27件，

進路 ・キ ャ リア が 25件と な る 。 教育心理学の 実践志向 と

い う学界 の 流れ も あ り，総会の 発 表の 傾向も よ り実際的

な 問題 の 理 解 や 解決 を 目 指 す 研究 が 増加 し つ つ あ る。介

入授業や コ ン サ ル テ
ー

シ ョ ン な ど に よ っ て 授業や教育実

践 に 直接 関 わ っ た 研究 も多 く見 られ た 。 研究者 と現 職教

員 と の 共 同研究な ど，現場 に 根 ざ した 貴重 な デ
ー

タを

扱 っ た研究 も見 られ る e
一

方質問紙研究や尺度開発の研

究 も数多 い
。

　TABLE 　3 に示 したよう に ， 研究対象 の年齢段階 で は ，

大学 生 が ll3件 （29．82％ ） と最 も多 い も の の ，小学 生 82件

〔z1．64％）， 中学生 73件 （19．26％）， 教 師41件 （10．82％ ） な ど，

学校教育段 階 を対象 に した 研究 も多 く見 られ た。以下，

い くつ か の カ テ ゴ リーに つ い て ， 代表的な研究 を概観 し

て ゆ く。

1．学校組織 ・教師集団

　西村・淵上 （PG70 ）は，学校組織 に お け る教師の 効力感

で あ る 「協働的効力感」と バ ーン ア ウ ト経験 と の 関連 に つ

い て 事例的検討を行 っ て い る。バ ー
ン ア ウ ト経験 は職場

雰囲気や サ ポー 1・と関連し て お り ， そ の よ うな環境が協

働的効力感 に 影響 し て い る可能性が 示唆さ れ た 。

　ま た ， 校長 ， 教頭 な どの ス クール リーダーの 持 つ 暗黙

の
．
評価観 晒 森・東野・淵上、PE48）お よ び学級風土と の 関連

（東野 ・西森 ・淵上，PE43） な ど ， 学校組織 に お け る管理職 の

役割に 注 目 した例 も見 られ る 。

　学校内外の連携 に 焦点 を当 て た研 究 で は ， 五十嵐 ・宮

下 〔PB81）に よ る中学校 の 校内連携 を測定する尺度作成 の

研究 ， 小泉 1：PC95）に よ る 不登校問題 と適応指導教室 との

連携 に 関す る 意識 に つ い て の 調 査 が あ る。小 泉 は，「連

絡 ・把握」や 「連携拡大」の 意識 が高い 学校 で は ， 不登校問

題 に 対 す る意識 が 高 い こ と を 示 し て い る。

2 ．学級

　学級支援的視点か ら，研究者が 学級経営 に 関わ り，教
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師の 授業，学習指導改善を試み た例 と し て ，弓 削 （PA75 ）

が挙げ られ る 。 教師 と研究者が対象 と な る児童や そ の 関

係性 を中心 に，交換 ノー
トに よ り情報 を交換 し，認知面

や課題面で の 変容 に っ い て検討 した 。教師一
研究者間 の

認知 の 差異が顕在化す る際 ， そ の差異を相互了解へ と導

くた め の 教 師 の 自律 的行動 の 意義 が 示唆 さ れた 。

3．授業

　算数 に お ける 協同場面 を対象 と して
， 田瀬・川上 （PD45 ）

は ， 社会的柑互作用 の 内容お よ び変化に つ い て ， 授業記

録 に 基 づ く発：：　．行動 プ ロ トコ ル を用 い て 分析 した 。そ

の 結果 ， 10の 相互作用 カ テ ゴ リーが 見出 さ れ，相互作用

が 促進 され る授業で は よ り 自律 的 な も の に な る こ とが 示

さ れ た 。

4 ．学級適応

　本 田 ・新井 ・石隈 （PH75 ） は ， 悩み を抱えた ときに他者

に援助 を求め る行動で ある援助要請行動が ，学校適応感

に 及 ぽ す影響 に つ い て 短期縦断的な検討を行 っ て い る 。

そ の結果，援助要請行動に よ っ て 学校生活享受感が 高ま

る こ とが 示 さ れ た
。

5 ．社会的ス キル ・社会ll生

　社会的 ス キ ル に よ る 介 入 研究 も少 な く な い
。 特に ， 個

人 や ク ラ ス で は な く，学校規模 で 社会 的 ス キル 訓練 を実

施 した研 究が見 ら れ る 。 多賀谷 ・小 関 ・佐々 木 （PA46）

は ， 1年 生 〜 6年 生 の 全 12学級 の 児童 を対象 に，仲間 の

誘 い 方や上手な断 り方 など， 学年 ご と に い くつ か の標的

ス キ ル を学習 し た 。 そ の 結果 ， 以前 に ス キル 訓練 を行 っ

た 経験 が ある教師 の ク ラ ス で は ， 児童 の ス トレ ス 反応が

低下 す る傾向が 見 ら れ た 。また ，低学年 （佐々 木 ・細谷 ・小

関 PB84），中学年 （細谷 ・小関 ・佐々 木 PB95｝ を対 象 と した

検討に お い て も
一

定 の ス ト レ ス 低減効果 が 認 め られ た 。

6．動機 づ け ・学習

　学習動機づ け に 関す る研究で は，小学校か ら中学校へ

の 動機 づ け の 発達 的変化 に注目した研究が見ら れ る 。 藤

江 ・大家 ・奥川 （PA5 騒） は，小学 5 年か ら中学 2 年に 至 る

学校移行期 に お け る学習動機づ け の横断的変化 に つ い て

検討 し て い る 。 そ の結果，理 科 と算数 ・数学で は動機づ

け の 発達 的変化 や 学習力 （学習 の意 識 や 行 動 ） と の 関連 が 異

な る こ とが示 さ れ た 。 ま た E「井・高橋 （PD11｝は ， 小学 3

年か ら中学 3 年に 至 る移行期 に お け る学習動機 の 発達 に

注 目し て い る 。 達成目標 の 視点か ら ， 「熟達」「遂行
・
回避」

「遂行 ・
接近」「学級 の 目標構造 と し て の 遂 行 ・接近」「目標

構造 と し て の熟達」の 5 つ の 目標が 発達 的 に 変化 す る こ

とが 見出 さ れた。

　学習方略に関す る研 究 に お い て ，山森 （PE66 ）は，学習

方略を改善す るため の 介入実践 を行 っ て い る 。 中学生 の

英語 に つ い て ， 学習方略を改善す る た め の 学習 ガ イ ド を

作成 し，自己効力感等 の 学習指標 の 導入 の 事前 ・事後 に

お け る変化 に つ い て 注目 し た 。 ク ラ ス ター分析に よ っ て

各時期 に お ける生徒 の タイプを分類 し，そ の 移行 を検討

した結果，自主学習 へ の 取組み が 中程度だ っ た 生徒 に 特

に 効果が認め られ た 。

7 ．進路 ・キ ャ リア

　鈴木・植村・桜井 （PB12） は，就職に対す る 目標志向性

に対 して ， 予期 倶 体 的 展 望 ） と 空想 （イ メージ と し て の 未 来

展蜘 が ど の よ う な 影響 を与 えて い る か を検討し た 。 そ の

結果 ， ポ ジテ ィ ブ な 空想 と予 期 の 交互作用効果 が 見 ら れ ，

その 2 つ が と もに 高 い と き，目標志向性 が 最 も高 ま っ て

い た 。 植村 ・鈴木・桜井 （PBII ．） で は職業未決定 との 関連

に つ い て も検討 され て い る。

8 ．自己

　伊藤 ・川崎 ・小玉 （PF29） は ， 自尊心 の 随伴性に着 目

し，他者 との 関係性，個人特長，生 き方な ど の 自尊源 の

各カ テ ゴ リーに お け る随伴性 と充足性の程度に つ い て 検

討 して い る。ま た 川崎 ・伊藤 ・小 玉 （PF30＞で は性格特

性 ， 自己意識 ， 時間的展望 と の関連に つ い て も着目し ，

尺度 の 妥 当性 を検討 して い る。

　III．学術雑誌 における動向

　最近 1年間の 社会部門 に 該当す る研究 に つ い て ， 「動機

づ け」「対人 関係」「適応」の 3 つ をキ
ー

ワ
ー

ド と し て 概 観

して ゆ く。 た だ し ， 紙幅の制約上 ， 該 当す る すべ て の 研

究 を網羅 して い るわ けで はな い こ と を申し添 え て お く。

1，動機づ け

　動機 づ け は，教育，社会 ，発達，臨床等 の 領域 に わ た

る テ ーマ で あ り，今年度も関連す る多 くの研究が発表さ

れ た 。以下 で は， こ の 期間 に 発表 さ れた 研究を大別 して ，

自己決定理論， 非意識的動機づ け過程 ， 学習方略 ， 実践

研究，そ の 他の 諸研究の 各観点か ら概観 して ゆ く。

　（1） 自己決定理 論

　近年の わ が 国 の 動機 づ け研究 の
一

つ の 特徴 は，自己決

定理 論 （Deci ＆ Ryan，1985，2002 ） に 基 づ く研究が コ ン ス タ

ン トに 見 られ る こ とで あ ろ う。動機づ けを内発 と外発 の

2 分法か ら捉え る の で は な く， 複数の調整段階か ら多角

的に概念化 し，そ の 背後 に 3 つ の 基本的欲求を置 く視点

は魅力的で あ b ， 人間の発達 に お け る様々 な段階お よ び

対象領域 へ の 適 用 が 可能 で あ る 。 今年度 の 研究 で は，自

己 決定理 論 に基 づ く動機づ け枠組み を ，
こ れ ま で研究さ

れて きた学習場面以外 に適 用 した もの が見 られ る。

　永作 ・新井 （2005 ＞ は ， 自律的な高校進学動機が 学校適

応 に 及ぼす影響 に つ い て ， 短期縦断的な調査 に より検討

した 。高校 1年生 を対象 に ，自己決定理 論 に 基づ く，外

的 ・取 り入れ的調整 ， 同
一

化的調整 ， 統合的 ・内的調整
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の 3因子 か ら構成 さ れ る進学動機尺 度が用 い られ ， 学校

生活享受感お よ び 学校 生 活満足感 の 各尺度 と の 関連 が 検

討 された 。 調査 は 5 月，10月， 3月の 3 回 に わ た っ て行

わ れ ， 5 月 に 測定 さ れ た 統合的 ・内的調整 に よ る 動機づ

け は ， ユ0月お よ び 3 月 の 学校適応感に積極的な影響 を及

ぼ して お り，そ の 傾 向 は 5 月 の 学校適応感 の程度 を統制

し た場合 に も同様で あ っ た 。 こ の こ とか ら，自律的な高

校進学動機 が 進学後 の学校適応 を促す 傾向 が あ る こ とが

示 さ れ た 。 進学動機 を自己決定理論 の 側而 か ら検討 した

例 として 興味深 い 研究で あ る 。

　 自己決定理論 の 枠組 み を友人関係 へ の 動機づ け と い う

領域 に 適用 し，検討 し た例 も見ら れ る。岡田 （2005） は，

自己 決定理論 の 枠組み に 基 づ い て
， 友人 関係へ の 動機づ

け を 測定す る 尺度を構成 して い る。大学生 を 対象 に，外

的 ， 取 り入 れ ， 同
一

化 ， 内発の 4 段階の動機づ け か ら な

る 尺度を構成し ， 自己決定 意識，友人 関係 に 対す る コ ン

ピ テ ン ス ，対 人不安，公 的 自己意識 ， 向社会的行 動 の 各

尺度が実施さ れ た 。 確認約因子分析 の 結果，予想 した 4

因 子 構造 が 見出 さ れ，ま た 他の 尺 度 と の 関連 か ら，
一・

定

の構成概念妥当性が 認 められた 。 加 えて，友人 関係 へ の

動機 づ けが 向社会的行動 に 及 ぼ す影響に つ い て検討 した

と こ ろ ， 内発 や 同
一

化な ど 自律的な動機 づ けをもつ もの

ほ ど，向祉会 的行動 を促進 す る 可能性が あ る こ と ， 特 に

男性 に お い て そ の 傾向 が 強 い こ と が 示 さ れ た 。

　 自己決定理 論 に 基 づ く動機づ け の枠組み を実験的手続

き に よ っ て 検討 した 例 も挙 げ られ る。岡田・中谷 （2006）

は，自己決定理論 に お い て 概念化 さ れ て い る複数の 動機

づ け か ら，個人 の もつ 動機づ けス タイ ル を提起 し，実際

の 課題解決場面 に お い て課題 へ の興味に どの よ うな影響

を及 ぼ す か に つ い て 検討 し た。研究 1 で は ，大学生 の 学

習動機づ け を測定す る た め の 尺度が 構成さ れ ， 高動機 づ

け ， 自律，取 り入 れ ・外的，非動機づ けの 4 つ の 動機 づ

けス タイル が 見出 さ れ た 。 研究 2 で は ， 個人 の動機づ け

ス タ イ ル が課題へ の 興味 に 及 ぼ す 影響 に つ い て実験的手

法 に よ り検討 した 。大学生 1〔）O名に対し ， 個別の 知能検査

に類 した積木課題 を用 い ，教示条件 （2 ：統制
・
非統制）x 勤

機 づ けス タ イ ル （4）× 時期   の 3要因混 合計画 に よ っ て

課題 へ の 興味 に 及 ぼ す影響 を検討 した。その 結果 ， 取 り

入れ ・外的動機づ け ス タ イ ル は高動機づ け ス タ イ ル よ り

も課題 に対 す る 事後 の 興味得点が低 くな っ て い る こ とが

示 さ れ ， 個人 の 持 つ 動機づ け ス タ イ ル が 課題遂行 に 有意

な 影響 を及 ぼ して い る 可能性 が 示唆 さ れた。

　また ， 仮想的有能感 とい う新た な有能感に関す る概念

か ら，個 人 の 持 つ 動機 づ けの タ イ プ との 関連 を検討 し た

研究 も見 られ る 。 速水 ・小平 （2006） は ， 他者軽視を通 し

て 形成さ れ る，自身の 成功経験 に 基 づ か な い 有能感 を仮

想的有能感 と し て 定義し て い る 。他者軽視傾向 と 自尊感

情 の 高低 に よ り， 萎縮型 ， 自尊型 ， 仮想型 ， 全能型 の 4

タ イプを概念化 し，学習動機 づ けお よび学習観 との 関連

に つ い て検討 し て い る 。 そ の 結果， 仮想型 の も の は，外

的 お よ び取 り入 れ的動機 づ けを高 く持 ち ，

一
方 で 同

一
化

的勤 機づ け と内発的動機 づ け の 程度 は 低 い こ とが 示 さ れ

た。 こ の こ とか ら， 他者軽視に よ る仮想的有能感を持 つ

者 は，学習 に 対 し て 自律的 な動機 づ け を 持 ち に くい 傾 向

が示唆 さ れ た 。

　  　非意識的動機づ け過程

　 多くの研究で は ， 個人 の動機づ け に 影響を 及 ぼ す要因

と し て ，対人的 ・環境 的要因 や 自己過程 に 関 す る 質問紙

な ど に よ る自己評定指標が 用 い られ て きた 。 しか し現実

に は，本人自身 が 意識 して い な くとも， 動機 づ け に は様 々

な 要因 が 影響 し て い る可能性 が ある 。 そ の よ うな非意識

的 な目標 追求 に よ る動機づ け や行動 へ の 影響 に つ い て ，

プ ラ イ ミ ン グ 課題 を用 い た 複数 の 興味 あ る 検討 が な さ れ

て い る。

　及 川 （2005a ＞は，専門学 生 105名 を 対象 に
， 学年末 テ ス

トまで の H数 に お ける 達成プ ラ イ ミ ン グ の 効果に つ い て

検討し て い る。与 え られ た 単語 セ ッ トを用 い て 文法上適

切な文章 を完成 させ る 乱文再搆成課題を用 い た プ ラ イ ミ

ン グ操作を行い ，従属変数と し て ，テ ス トに 関す る感情，

目標志 向性 （接 近 ，回 避 ）
， 予想 され る得点 ， 自発的学習量

の各指標が測定さ れ た。 2 （ブ ラ ィ ミ ン グ 漣 成 ・統制）× 2

（時 点 ：ラ
ー
ス ト 10 日前 ・1 日 前） の被験者間 2要因計画に よ る

分散分析を行 っ た結果，テ ス ト10U 前に お け る達成 プ ラ

イ ミ ン グ群 は統制群 に 比 べ
， 自発的学習課題 を よ り多 く

行い ， テ ス トに 対す る 否定的 な感情 も低 か っ た。しか し

テ ス ト 1 日前 に お け る 達成 プ ラ イ ミ ン グ群で は 自発的学

習課題量 が 少 な く否定的感情 も高 か っ た 。 こ こ か ら，自

動動機 に お ける状況調整因 の 重要性 が示唆 さ れた。

　 ま た 及 Jl［〔2005c） は ， ス テ レ オ タ イ プ 抑制課題 を 用 い

て ，言語教示 に よ っ て 教示 を行 う意識的 目標 追求 と，プ

ラ イ ミ ン グ に よ っ て教示 を行 う非意識的 目標追求 で は，

どの ような違 い が 見 られ るか を検 討 して い る。実験 1で

は，外国人 労働者へ の ス テ レ オ タ イ プ の 記述 を意識的 に

避 け る よう教示 された意図的目標群で は ，
プ ラ イ ミ ン グ

に よ っ て 平等主義が 活性化さ れ た非意図的目標群 に 比 べ

て ， か え っ て ス テ レ オ タ イ プ に即 し た印象評定を行う こ

と が 示 さ れ た。実験 2 で は ，ア ナ グ ラ ム 課題 を用 い て ，

抑制 へ の 意図的 目標追求群は ， 非意 図的目標追求群に比

べ て制御資源が 消費 さ れ る か が検討 さ れ た が，結果的 に

そ の よ うな違 い は 見 ら れ なか っ た。しか し 自己評定に よ

る疲弊感で は ， 意図的目標追求群 に お い て よ り強 い 疲弊

が 報告 され た。非意 図的目標追求 に お い て は ， 意図的 目
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標追求 に 見 られ る よ う な 抑制 の 逆説的 効 果 が 見 ら れ ず，

自動動機の機能的意義が 示唆 された。

　及川 （2005b）は，非意識的な 目標プ ラ イ ミ ン グ が個人 の

複雑 な 課題遂行を説明 しうるか に 注 目し， 資源配分課題

に お け る目標プ ラ イ ミ ン グ の 効果 に つ い て 検討 して い る。

2　（教 示 ：利 己 主 義 対 な し）× 2　（プ ラ イ ミ ン グ 1 利 己 主義的対 中

性） の被験者間要因計画 に よ り大学生 99名 を対 象 に 実験

を行 っ た 結果 ， 目標プ ラ イ ミ ン グ に よ る 自動動機 の 効果

が 認 め られ た 。 また ，意識的 な教示を行 っ た場合で も，

目標 プ ラ イ ミ ン グ の 効果 は消失 せ ず ， 利 己 主義 的選択 が

さ ら に 促進 さ れ て い る こ とが示 さ れ た 。

　〔3） 学習方略

　 また，個人 の 複雑 な認知過程を媒介 した 学習の モ デル

を提起 す る 自己調整学習に 基づ く研究 も見 られ る。わが

国 で も最近 自己調整学習に関す る概論書が 翻訳 出版 さ れ

（Zimmerman ＆ Schunk，　Z（IDIの 塚 野 （編訳 〉，2006）， 研究数 も

増加 し て お り ， 学習動機 づ け研究に お い て 注 目 され る領

域だ と い え る。

　市原 ・新井 （zo〔）6） は ， 中学校の 数学学習 に お ける動機

づ け信念一
学習方略

一
学習成果 とい う動機づ け モ デル を

構成 し検討 を行 っ た 。 そ の 際，特 に メ タ認知 の 程度 に よ

り変数 間の 関連が異 な る と予想 さ れた v 動機づ け信念で

は成功期待 と課題価値 が，学習方略尺度 で は暗記 ・反復

方略 と意味理解志向方略が ， 学習成果に は ／学期期末テ

ス ト得点が測定さ れ た 。 メ タ 認知 に 関 して は 9 項 日か ら

な る 尺度 が 用 い られた。中学生 543名を対象 と した 調査

を実施 し， 共分散構造分析 に よ り検討を行っ た 結果，メ

タ認知高群 で は 意味理解方略 を， 低群で は暗記 ・
反復方

略を用 い る こ とで 学習成果に結び付 く こ と が 示 さ れ た が，

メ タ 認知中群 で は 変数 間 の 関連 が やや 弱か っ た 。
こ の こ

とか らメ タ認知 は曲線的な調整効果を持ち うる こ とが 示

唆 さ れ た。

　高校生 の 用 い る学習 方略を ， つ まずきの 明確化 とい う

貝体的観点か ら概念化 し，複数 の 研究手法 を組み合わ せ

て 検証 した意義あ る研究 も 見 られ る 。 瀬尾 （2005） は，高

校生 を 対象に ，「つ ま ず き を明確化 す る こ と」が学習上 の

援助要請 を促進 す る可能性に つ い て ， 介入方法 を考案 し，

そ の効果 を検証 し て い る。研究 1 で は ， 達成 目標 と援助

要請認知 ，お よ び つ まず き 明確化方略 との 関連 に つ い て

検討 し， 構造方程 式 モ デ リン グ に よ る 分析の結果 ， 習得

目標 が つ まず き 明 確 化 方 略 を媒介 して 援助要請 に 関連 し

て い る こ とが 示 さ れた。研究 2で は ， 数学の問題解決に

お い て 自分自身 の 理解を確認 す る た め の 質問 生成 に 対 し

て ，
つ まずき明確化方略 を教授す る こ と の効果を検証す

るため の 介入授業が行わ れ た。そ の 結果，方略 を教授す

る こ とで ，数学 の 学力 が 高 い 生徒 で は質 問生成量 が増加

し，ま た 学力 に か か わ らず
一

般的質問 で は な く内容 関与

的質問が増加す る と い う質的な向上 が 見られ た 。

　（4＞ 実践研究

　実践研究で は ， 菊地 ・中山 （2006）が，外国映画 を用 い

た リス ニ ン グを用 い て，中学生 の 英語 の 学 習 意欲 を 促 す

効果 に つ い て 検討 して い る。200名 の 中学 3年生 を対 象

とし ， 外国映画群 （外国映画 の
一
場 面 を視聴 〉， 外国映画静止

画群 （同
一

内容を静止 画 と ALT に よ る吹替 え で 教示）， 日常会話

群 旧 常会話 に 置 き換 え て ALT が 演 じ る ）の 3 群が 設け られ，

各条件 に お け る教材へ の 興味， リス ニ ン グ意欲 ， リ ス ニ

ン グ へ の感情の各得点が 比較さ れ た。そ の 結果，他 の 群

に 比 べ 外国映画群で は英語 リス ニ ン グ教材へ の 興味や 有

能感が高 く， ま た家庭学習 へ の 取組 み に も積極的 な影響

が見られ る こ と が示 さ れ た 。

　   　 そ の 他 の 諸研究

　上記の範疇に は 入 ら な い が，動機づ け に 関わ る 様 々 な

視 点か らの 研究が見られ る 。

　（a ） 達成目標

　 まず ， 近年の 動機づ け研究の 主流 の
一

つ で あ る達成目

標 に 関す る研究と して ，三 木
・
山内 （2005） は，教室 に お

け る 目標構造 が
， 児童 の 達成目標志 向お よ び学習方略に

及ぼ す影響 に つ い て検討 し て い る。小学 5 ， 6年生 を対

象と した 質問紙調査 の結果 ， 教室に お け る 目標構造 に は

熟達 目標構造と遂行目標構造の 2 つ の 因子が見 出された。

教室 の 熟達 目標構造 は 児童個人 の 熟達 目標を高め ， 深 い

処理 の 学習方略 の 使用 を促進す る こ と で 学業成績 に影 響

す る可能性 が 見出 さ れ た。一
方教室 の 遂行 目標構造 で は ，

個人 の 遂行 目標お よ び 課題 回避 目標 が 導 か れ，課題回避

目標 は浅 い 処 理 の 方略や セ ル フ ・ハ ン デ ィ キ ャ ッ ピ ン グ

に 結び付 く傾 向が 見出 され た．

　（b） 社会的比較

　 ま た ， 学習 に お け る友人 との 比較，すなわち社会的比

較 の 観点 か らの 研究と して ， 外山〔2006a）は，中学生 の 学

業達成に お け る社会的比較 の 持 つ 効果 に 注 目し， 検討 を

行 っ て い る。中学 1年生 213名を対象に ， 比較を し て い る

友人指名 ， 数学 の 学業 コ ン ピ テ ン ス ，学業成績 （中 間 テ ス

トと期 末テ ス トの 成 績）が収集さ れ た 。 そ の結果 ， 学業成績

の 向上 に お い て ，比 較を し て い る 友人 の 成績 と 本人 の 学

業 コ ン ピ テ ン ス に は交互作用が見 られ ， 比較し て い る友

人 の 成績 が 高 く と も，自身 の 学業 コ ン ピ テ ン ス が 低 い 場

合 に は
， 学業成績の 向上 は見ら れ な い こ と が 示 さ れ た 。

従来の 研究 で は こ れ ら の 要因 の 交互作用効果 は 注 目 さ れ

て お らず ， 学 習 場 面 に お け る社会的 比 較 の 複雑 な 過 程 の

一
端が 示唆 さ れた と い えるだ ろう。

　 （c ）　 ほ め

　幼児 ・
児童 に お い て 動機 づ けを促進す る働 きか け と し
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て ， 言語的 ， 非言語的 フ ィ
ードバ ッ ク を含む 「ほ め」と い

う概 念 か らア プ ロ ーチ した もの と し て
， 青木 （2005） は ，

就学前後の幼児 を対象に，ほ め る こ とが 動機づ けに 及 ぼ

す効果に つ い て 注目して い る 。 研究 1 で は ， 幼児が受け

る ほ め られた エ ピ ソー
ドや，ポ ジ テ ィ ブ に 受 け止 め た ほ

め ら れ 方 に つ い て ， 幼 児 に 対 す る半構 造 化 イ ン タ ビ ュ
ー

調査 が 行われ た 。 研究 2 で は，ほ め 方 瞹 情／ 賞賛／ うな ず

き ）が作業 （お 手 伝 い ）へ の 動 機づ け に 及 ぼ す 影 響 と ， そ の

影響 に お け る発達差 に つ い て検討 した。その 結果 ， 就学

前児と 1年生 と の 間に ，ほ め方 に よ る動機づ け へ の 効果

の発達的な違 い が認 め られ た 。

　（d） 自己呈示動機

　 ま た ， 社会心理 学的視点か ら ， 対人場面に お い て ， 異

性 との 親密な関係 で の 自己呈示動機 に つ い て 検討 した例

が あ る 。 谷 口 ・大坊 （2005） は ， 大学生 を対象に ， 異性 と

の 親 密な関係 は，自己呈示 動機 を促進 す る，あ る い は抑

制す る と い う両 面 の 働き が あ る こ と を指摘 し ， 親密さ に

よ る 自己呈 示動機 の 促進要因 と して 関係 の 「重 要性」と

「異性 へ の 魅力 」を，ま た 抑制要囚 と し て 関係 の 「継続性 」

と「排他性」を取 り上 げ， 自己呈示動機 との 関連を検討 し

た 。 そ の 結果，恋愛関係が 重要だ と認知 して い る ほ ど ま

た継続 して い るほ ど， 自己呈示動機は高 くなっ て い た。

ま た排他的な恋愛関係を持 つ もの は ， 自己 呈 示動機を低

下 さ せ て い た。

2 ．対人関係

　対人関係 に 関わ る 研究 に は 様 々 な年齢段階 や 研究領域

があ り うる 。 今年度発表さ れ た 研究で は ， 大別し て ， 対

人 関係 の 促進 の 面 か らア プ ロ
ー

チす る もの （社会 的 ス キ ル

や内的 ワ ーキン グモ デル な ど）と対人関係の 問題 （対 人葛藤や非

行，怒 りの 表 出な ど）か らア プ ロ
ー

チす る もの の 2 つ の 流れ

か ら捉え る こ と が 可能で ある 。

　（1） 社会的 ス キ ル

　近年の 傾向と し て ， 対人 関係形成 の 要因 と し て社会的

ス キ ル を取 り上 げた研究 が 比較的多 く見 られ る よ うだ。

　島本 ・
石井 （2006 ） は ， 社会的ス キ ル を含む ラ イ フ ス キ

ル を多面的 に測定 す る た めの 日常生活 ス キ ル 尺度 を作成

し ， そ の 信頼 「生と妥当性を検討し て い る 。 予備調査 に よ

る 項 目収集を経て ， 研 究 1 で は大 学生 729名に 対 す る 質

問紙調査 が 実施 さ れ た 。そ の 結果，親和性，リーダー
シ ッ

プ ， 計画性 ， 感受性 ， 情報要約力 ， 自尊心 ， 前向 きな思

考，対人 マ ナ ー
の 8 下位尺度，全24項 目か らな る尺度が

構成さ れ た 。 研究 2 で は 大学生217名を対象 と した調 査

に よ り，本尺度 と心 理 的疾病徴候，孤独感，生 きが い 感，

学業成績に関す る項 目 との 関連 が検討 さ れ ， 本尺 度 が一

定の 信頼性 と妥当性を持つ こ とが 示 さ れ た 。

　 今津 （2005） は，女 子 中学生 に お い て ，社会的 ス キ ル の

欠如 と抑うつ が どの よ うに 関連 し て い る か に つ い て 注 目

して い る。女子 中学生 1，039名を対 象 に
， 第 1 回調査 で は

社会的 ス キル と抑うつ ， 6週間後の第 2 回調査で は抑 う

つ と ス トレ ッ サ ーの各尺度が実施 さ れ た 。 階層的重 回帰

分析 の 結果，第 1回調査 に お い て 社会的 ス キル が 欠如 し

て い た 者は ， そ の 後 に 抑 う つ の 程度 が 高 くな る傾向が 見

られた。加 えて そ の 傾 向は，ス トレ ッ サ
ーが 高 い 場合 に

よ り強 くな る 可 能性 が 示 さ れ た 。

　   　対 人葛藤 ・攻撃行勤

　対人関係 に お け る攻撃や葛藤 に 関す る研究 も多い 。今

年度 は幼 児を対象と し た 以下 の 2 っ の 研究等が発表 さ れ

て い る 。

　越中 （2005） は ，
4

， 5歳の 幼児を対象 と し て ， 挑発 ，

報復，制裁 の 3 タ イプ の 攻撃行動 に 対 し て どの よ うな道

徳的判断を行うか に つ い て検討 した 。 66名の幼児に対 し

て ， 2　（攻 撃の 種類 i 身体 的 攻撃
・関係性攻 撃）× 3　（攻撃 の タイ

プ ：挑発 ・報復 ・制 裁） の 仮想場 面 を 提 示 し ， 性別 を加 え た

3要因混合計画 に より分析 を行 っ た。そ の 結果，攻撃行

動 の タ イ プ に よ っ て 幼児 の 善 悪 判断 は異 な り ， 幼 児 に お

い て 報復 的公正 の 理解が認め られる傾向が見 られた。

　ま た 畠山・山崎 （2006 ） は，幼児 の 他者か らの 攻撃 に よ

る被害 の タイプ と孤独感 の 関係 に つ い て 検討 して い る。

研究 1で は ， 5歳児126名に 対 して 孤独感得点（幼児 へ の 個

別 面接 に よ る査 定 ）お よ び 攻撃 に よ る 被害得点 〔保 育 者 に よ る

査定 〕を測定した 。 関係性攻撃 （仲間 開係の 拒絶 な ど）お よび

外顕的攻撃 （叩 く，蹴 る な ど）の 被害得点 の 程度 に よ り外顕

高群 ， 関係高群 ， 両高群 ， 両低群の 4 つ の ク ラ ス タ ーが

見出 さ れ，両高群 と関係高群 で 他の 群 よ りも孤 独感が 高

い こ とが 見出さ れ た 。 また研究 2 で は ， 年長組の 41名を

対象 に
， 日常場面 で の 自然観察法 を用 い て 幼児 の 相互作

用 を分析 した 。 そ の 結果 ， 関係高群は仲間 か ら の攻撃に

対 し て 無反応 で あ る な ど，適応 的で は な い 反応 が 見 られ

る傾向 に あ る こ とが 示 さ れ た 。

　非行 な どの 問題行動 に つ い て 注 目 し た 研究 もあ る 。 小

保方・無藤 （2005） は中学生 の非行傾向行為 の 規定要因 お

よび抑制 要因 に つ い て 検討 を行 っ た 。 規定要因 と して ，

逸脱し た友人 の存在 ， 親 子 関係 ， 友人関係 ，
セ ル フ コ ン

トロ
ー

ル を測定 し， 非行傾向行為 との 関連 に つ い て 共分

散構造分析 （多母 集団 同時比較 ）を用 い て検討 した 結果 ， 男

女 とも逸脱 した友人 の 存在 に よる影響 が 強 い こ とが 示 さ

れ た 。 ま た ， 非行 の 抑制要因 に 注目す る た め ， 自身 と友

人 の 非行傾向行為 の 有無 に よ り4 群 を設定 し，友人 は 非

行傾向行為を し て い るが 自身 は し て い な い 子 どもで は ，

セ ル フ コ ン トロ ール が 高 い こ と，親子関係 が 親密 で あ る

傾向が認め られ た 。
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　 〔3） 感情表出

　対人 関係 に お い て ，ど の ような感情 を表出す る か ， し

ない か とい う問題 は，対人 関係の 良好さ や 円滑さ を 理 解

す る上 で 重要 で あ る。感情の 中で も， 特に怒り感情の 表

出 に 関す る研究が 増加し て きて い る。

　山本 ・鈴木 czeOS） は ， 友人ある い は面識の な い 他者の

存在が，快ま た は 不快感情 の 喚起場面 で の 表情表出 に 及

ぼ す影響に つ い て ， 大学生を対象 と して 二 者間 の 相互 作

用 の 側面 か ら注目 して い る 。
二 者関係で は友人，未知，

単独 の 3群 を 設 け，映像刺激 と し て 快 ， 不快 ， 中性 の 各

刺激を提示 し ， そ の間の 二 者の 表情が ビ デオ に よ り撮影

さ れ た。映像提 示 の 前 と後 に
一

般感情尺度 が 実施 さ れ ，

提 示後 に は映像集中度 お よ び社会 的動機に っ い て 回答を

求め た。そ の 結果，友人群 で は単独群 に 比 べ 笑顔 の 表 出

が多 く， また未知群に比 べ て笑顔の 同時生起率が 高い こ

とが 示 され た 。社会的動機 に お け る 他者 の 感情へ の 関心

に 関す る得点も ， 未知群 よ り友人群 に お い て高 い とい う

結果 が 示 さ れた こ とか ら，
パ ー トナーとの コ ミ ュ ニ ケー

シ ョ ン 欲求の 高さ が 社会的相互作用 に 影響 し， 笑顔 の 表

出 に 差 を もた らした もの と考え ら れ た 。

　ネ ガ テ ィ ブ な 感情 の 中 で も，怒 り感情 の 表 出 に つ い て

注 目した例 で は ， 日比野 ・湯川 ・小 玉 ・吉田 （2DO5） は，

青少年 の 衝動 的 な 怒 り表 出 の 抑制 の 方法 を検討 す る た め

に ，中学生 を対象 に ， 怒 り表出行動の 抑制要因 と ， 怒 り

に 関わ る感情，認知，行動，お よ び 個人内要因 と して 自

己愛 と言語表現力に つ い て 測定し ， そ れ ら の影響過程に

つ い て 共分散構造分析 に よ っ て 検討 した 。そ の 結果，怒

りの 抑制要因 と して は男子 で は損得意識が ， 女予 で は規

範意識が影響 して い た。また 個人 内要因 で は，自己愛 は

恐 り ・抑 うつ の感情お よ び肥大化 ・終息化の認知を促進

し， そ れ ら を通 じて怒 り表出行動 を促進 す る傾向が見 ら

れ た。

　 また ， 阿部 ・高木 （2005） は，大学生 に お ける怒 り表 出

に よ る 対人関係 の 変化 に つ い て ， 表出者か被表出者 か と

い う立場 に よ る怒 りの 正当性評価 の 規定 因 とその 影響過

程 の 差異 に つ い て 検討 して い る。結果 と し て ， 表出者 で

は他者変容 目的 〔相手 の 態 度 を変 え さ せ るた め等）や挑発者 の

責任 （怒 りを招い た挑発に お ける 挑発者の 責任）に 基 づ い て 怒 り

の 正 当性を 評価 し て お り，一一
方被表出者 で は ， 自己満足

目的 （苦 痛 を与 え るた め等 ）や挑発者の責任が 正 当性 の 評価

を規 定 し て お り，立 場 に よ っ て 怒 りの 正 当性評価 の 規定

因 に 違 い が あ る こ とが示唆 さ れ た 。

　（4） そ の 他 の 諸研究 ： 自己 ・関係性 と課題遂行

　課題遂行過程 に お け る 自己 お よ び関係性の認知 の 影響

に つ い て ， 外山（2UO6b ）は，課題解決 に お け る 課題 タ イ プ

の 違 い （能力 課題 か 対 人 関係 課 題 か 〕に よっ て 自己 や 関係性の

捉 え方 に どの よ うな 影響 が 見 られ る か に つ い て 検討し た 。

大学生 64名 ， 32の ペ ア を対象に ， 実験室に お い て 共同課

題解決が 行われ，そ の 後貢献度，問題解決能 力 ， チーム

ワーク ， 努力の 各指標が 評価さ れ た。その 結果，自己認

知 に 関 し て ， 能力課題 で は 自己卑下 的 な 認知 が 見 られ る

傾向が あ り，一
方対人関係課題 で は自己 と根手 を対等に

見なす傾向が見 られ た 。 関係性認知 に 関 して は，課題タ

イ プ と評価側面 の 交互作用的な影響が見 られ る こ とが示

さ れ た 。

3．適 応

　学校教育場面 に 関わ る適応 に 関する研究 も多 く見 られ

た 。 そ れ ら を大別 して ， （1）児童 ・生徒 の 学校適応 ，   教

師の 適応，（3）パ ーソ ナ リテ ィ と適応，の 3 つ の 観点 か ら

概観 し て ゆ く。

　（1） 児童 ・生徒 の 学校適応

　（a ｝ 個人 一
環境 α）適合性

　学校 へ の 適応感に つ い て は様々 な捉え方が可能で ある

が ， 大久保ら （大 久保，2005 ；大久保 ・加藤，2005） は ，自分 自

身が現在の 環境に どの く ら い 適合し て い る か ， とい う適

合性の 問題 か ら捉え る 研究 を行 っ て い る 。

　大久保   05）は個人 一一．環境の適合性 （環境 と 白分 が フ ィ ッ

トして い る 倨 場所 が あ る〕 と感 じ る とい う感覚〉 とい う視点 か

ら適応 を定義し ， 中 ・高生 の 学校適応を 測定 す る た め の

青年用適応感尺度を作成 した 。 その 結果，「居心地 の 良 さ

の 感覚」「課題 ・目的の 存在」「被信頼 ・受容感」「劣等感

の な さ 」 の 4 因子 が 見出 さ れた 。 また学校生活尺度 （「友

人 との 関係」 1
一
教 師 との 関係 」1

一
学 業」 の 3 下位 尺度〉 と適応感 の

関連 に っ い て ， 学校 ご と に 検討 した と こ ろ，「友人 との 関

係」が適 応感 に 対 して
一

貫 して 有意 な 正 の 影響を 及 ぼ し

て い た 。一
方 「

．
教師 と の 関係」 と 「学業」 は ， 学校に よ

り適応感 に対す る影響 が異な っ て い た 。

　また 大 久保 ・加藤 （2005） は，自律 性 ，
コ ン ピ テ ン ス

，

関係性 とい う自己決定理論に お け る 3 つ の 基本的欲求が ，

学校環境 に よ っ て ど の 程度充足 さ れて い る か に注目し た 。

研究 1で は心理的欲求尺度が作成さ れ ， 研究 2 で は個人

の 心 理 的欲求 の 程度 と，そ れ らが 学校環境 か ら要請 され

て い る程度の差を個人
一

環境の 不
一

致得点 と し，生徒 の

適応感 との 関連が 検討 さ れ た。中学生，高校生，大学生

の計949名を対象に調査 を実施 し，検討 した 結果，心理的

欲求や学校環境 か らの 要請 の 程度 よ りも， 個人
一
環境の

不
一一

致 の程度の 方が個人の適応感 との 関連が 深 い こ とが

示 さ れ た 。

　（b） 階層的適応感尺度

　三 島 （20e6〕は，小学校高学年児童 を対象 と して ， 学級

適応状態 を ， 児童 の 全体的 な 適 応 感覚 で あ る 「総合的適

応感覚」 （学校生活 へ の 主観的適 応状態 ） と， 適応感 に影響を
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与 える 要因 で あ る 「適応感要素」 （友 人 関 係
・
教 科 の 学 習

・
心

身の 健 康） と に 分類 し ， 前年度欠席日数， 教師に よ る学力

評 定 ， 児童 の孤立状態等 の 変数 との 関連 を検討 した。そ

の 結果， 3 っ の 適応感要素 は 総合的適応感覚 に 有意 な 関

連 を持つ こ とが示 され た 。また 総合的適応感覚 は欠席日

数 と
， 適応感要素 の うち 友人関係 因子 は 児童 の 孤 立 状態

と，さ ら に教科の学習態度因 了 は児童 の学力 と関連す る

こ と が 示唆 さ れ ， 尺度の 妥当性が 支持 さ れ た
。

　〔c ） 社会的ス キ ル

　社会的 ス キ ル と の 関連 か ら生徒 の 適応 を検討 し た 例 と

し て，以 下の 2 つ の 研 究が 挙 げられ る u 飯田 ・
石 隈 〔2006）

は ， 学校 ス ト レ ス 予防 の た め の援助 サ ービ ス の 計 画 ・実

践 へ の 示峻 を得 る こ とを目的 として ，学校生活 ス キル が

学校 ス トレ ス の ス トレ ッ サ ー
，

コ ーピ ン グ ，
ス ト レ ス 反

応 の 各段階 に及 ぼす影響 に つ い て検討 して い る。中学生

240名 を対象と した 調査 の 結果，自己 学習，進路決定，集

団活動 の 各 ス キ ル が ス トレ ッ サ ーの 認知 を低減 す る こ と
，

そ し て コ
ーピ ン グへ の 影響 に っ い て は，積極的対処，サ

ポ ート希求 ， 認知的対処の す べ て に 進路決定 ス キ ル の 影

響が 見 出さ れ た 。 また ， ス トレ ス 反応 へ の 影響で は ， 学

校生活 ス キ ル か らの 直接的な影響 と，コ ーピ ン グを媒介

し た 間接的な影響の 両面が見 られ た 。

　佐藤 ・石川 ・新井 ・坂野 （2005） は ， 児童の 抑 うつ 傾向

と ， 教師 に よ っ て 評価 され た 学校場 面 に お け る社会的 ス

キ ル と の 関係 に つ い て， 2 つ の 調査 的研究 か ら検討 して

い る 。 小学 5 ， 6年生 1，／43名 を 対象 に 抑 うっ 自己 評価尺

度が実施 さ れ ， そ の うち 無作為 に 選 ばれた109名 の 児童 に

対 し て 担任教師 に よ り社会的 ス キ ル の 評価が行わ れ た 。

研究 1 に お い て，教師 に よ る 社会的 ス キ ル の 評 価 の パ

ター
ン と児 童 の 抑 うつ の 程度 との 関連を 検討 した結果 ，

意味あ る関連 は見出されな か っ た 。 次 に 研究 2 に お い て，

尺度の カ ッ トオ フ ポ イ ン トを 基準 に ，抑 うつ の 程度の高

い 児童 と低 い 児童 と の間に ， 学校場 面 に お け る 抑 うつ 傾

向 に 違 い が 見 ら れ る か に つ い て 検討し た 。 そ の 結果 ， 抑

うつ 傾向の高い 児童 は低い 児童 に比 べ て ， 学業達成 ス キ

ル ，協調性 ス キ ル が 欠如し，引っ 込 み 思案行動が 多く見

られ る と評価さ れ て い る こ とが示 され た 。

　（の　内的作業モ デ ル

　中学生 の 内的作業 モ デル の 視点 か ら，学校適応 と の 関

連 を検 討 した例 も見 られ る。粕谷 ・河村 （2005） は ， 中学

生 の 内的作業 モ デ ル を 測定 す る 尺 度 を作成 し，生徒 の 学

校適応感 と の 関連 に っ い て 検討 し て い る 。 中学生 817名を

対象 と し た 調査 の 結果 ， 内的作業 モ デル 尺度 は不安 ／ア

ン ビバ レ ン ト，安定，回避 の 3下位尺度 か ら構成さ れ た 。

学級満足度尺度，学校生活意欲尺度の 両尺度 との 関連 を

検討 した 結果，安定型 の 作業 モ デ ル を持つ も の は，学級

生活 に 満足 して お り，友人，学習 な どの 諸側面 に お い て

高 い モ ラール を持っ て い る可能性が 示 さ れ た 。

　   　教師 の 適応

　学校場面 に お け る教師 の 適応 に 焦点を当て た 研究 と し

て ， 以下の 2 つ が挙げ られ る 。

　都丸 ・庄司 （20  は
， 中学校教師 の 生徒 と の 人間関係

に お け る悩み 0）内容 と，悩み経験後の 変 容と の関連 に っ

い て 検討 した 。生徒 と の 入間関係 に お け る 悩 み 尺度 を作

成 し ， そ の構造を検討 し た結果， 生徒へ の 抵抗感 ， 指導

上 の 困難感，生徒 か ら の 非受容感，関わ り不全感の 4 因

子 が 見出さ れ た 。 そ し て悩み を抱え た 際の対処方略 ， お

よ び悩 む 教師 の 支 えの 各尺度 と の 関連 を検討 した結 果，

悩みの 程度 と その 後 の 生徒へ の 見方 ・接 し方の変化 と の

間に 関連が見 られた。 こ の こ とか ら， 教 師 に とっ て 悩 む

こ とは メ ン タル ヘ ル ス へ の 否定的 な影響 ば か りで はな く，

悩み へ の 対処 や 自身 の 態度 ， 周囲か らの 支 え な ど に よ っ

て
， 肯定的 な 変化 も可能 で あ る こ とが 示 唆 さ れ た。

　 また 田村 ・石 隈 （2〔］06） は ， 中学校教師の被援助志 向性

を 測定す る た め の 尺度 を 作成 し て い る 。状態
一

特性 不安

検査 の構造 を参考に ， 現在の 指導 ・援助 サ ービ ス上 の 課

題 に 関 し て 他者 に 援助 を求 め る態度 で あ る 状態被援助志

向尺度と ， 普段の指導 ・援助サ ービス の 中で ， 自力で は

解決困難な状況 で 他者 に 援助 を求 め る 態度 で あ る特性被

援助志向尺度 の 2 つ が 作成さ れ た 。 状態被援助志向尺度

は 1 因子，特性被援助志 向尺度 は 「被援助 に 対す る 懸念

や抵抗感の低さ 」「被援助に対す る肯定的態度」の 2 因子

構造 で ある こ とが 示 され た。ま た関連す る変数 との 関係

か ら構成概念妥当性 を検討 し た結果 ， あ る程度高 い 妥当

性 が 認め られた。

　（3＞ パ ーソ ナ リテ ィ と適応

　 パ ー
ソナ リテ ィ と の 関連 か ら，個人 の 適応過程 に 及 ぼ

す影響 に つ い て検討 した例 も見 られ る D

　勝谷 （2006）は ， 自分 は重要他者 か ら認 め られ ， 価 値あ

る存在だ と考 え ら れ て い る の か ， な どの 重要他者 に 対 し

て 過度 に 確認 を求 め る傾 向で あ る再確認傾 向 に つ い て 注

目して い る 。 ネ ガ テ ィ ブ ラ イ フ イ ベ ン ト経験時 に ， 対処

行動 と して 再確認傾 向が 生 起す る こ と に よ っ て，他者か

ら の拒否的反応を招き ， 結果的に抑 うっ をもた らす ， と

い う
一連の 関係 に つ い て 検討 し た。大学生 を対象 と し た

2 つ の 調査研究の結果， 個人 の持 つ 再確認傾向が ， ネガ

テ ィ ブ ラ イ フ イベ ン ト経験時の 再確認願望 を高め ， 実際

に再確認行動を行う こ と で ， 他者 か ら の 拒否 的反応 を引

き出 して い る こ と，そ し て そ れ が抑 うつ の 高さ に影響し

て い る こ とが 示 さ れ た 。

　 また友野 ・橋 本 （2005） は，大学 に お ける新入生 の 適応

過程 に 関 して ， 対 人 場面 で の 曖昧 さへ の 非寛容 と い う傾
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向が精神的健康に 及 ぼ す影響に っ い て検討し た 。 大学 ・

短大 の 新入生 に対 して 3 回 の 経時的調査 を行 い ，対人場

面 に お ける非寛容 さ と GHQ 精神 的健康調査 の 各尺度が

実施 さ れ た 。 そ の結果 ， 4 月時点 で初対面 の 関係 に お い

て 曖昧 さに 非寛容 な者 は， 5 月お よび 7 月の 時点 で も不

適応状態が 継続 し て い る傾向に あ っ た 。

一
方曖昧さ に 寛

容 な者は時間経過 と と も に適応 して ゆ く過程が示 された。

　（4） 実践研究

　川井 ・吉 田 ・宮元 ・山中 〔2006） は ， 児童 が ネ ガ テ ィ ブ

な事象 に 対す る自己否定的な認知 に 反駁する よ う促進す

る た め の 実験授業を行 い
， そ の効果を検証 して い る 。 小

学 5，6年生 の 各 2学級 が 実験群 と統制群 に 割 り当 て ら

れ た 。 自己 に 対 す る否定的認 知 が 生 じ る場 面 を 用 い た 例

証 実験 を行 い ，自己否定 的 な認知 に 反駁 す る よ う な ト

レ ーニ ン グ が 行 わ れ た 。 そ の 結果 ， 実験 群で は 自己 否定

的な認知 パ タ
ー

ン を否定す る 方向 の 信念 を持 つ 傾向 が あ

り，また 自己効力感 ・セ ル フ ・エ ス テ ィ
ーム も向上 し て

い た 。

　  　そ の 他 の 諸研究

　（a ） ネ ッ ト使用

　安藤 ・高比良 ・坂元 （2005） は，従来 の ネ ッ ト使用 と適

応に関す る研 究が成人中心 で あ り， ま た ポ ジテ ィ ブ な影

響 とネ ガ テ ィ ブ な影響 の 両面 を持 っ こ と を示唆 し て きた

こ と を指摘 し，中学 生 を対 象 に ネ ッ ト使 用 が 友 人 関係 に

お け る孤独感 と ソー
シ ャ ル サ ポー

トに 及 ぼ す影響 に つ い

て 注 目 し た 。 2 回 の パ ネ ル 調査 が 行 わ れ ， ネ ッ ト使用 ，

友人関係の 孤独感，ソ
ー

シ ャ ル サ ポ ー
トの 各尺度が 実施

され ， 構造方程式 モ デ リン グに よ る検討 を行 っ た と こ ろ ，

E メー
ル の 使 用が 多 い 中学生で は友人関係 の 孤独感 が 低

い 傾向が 見られ た 。 また ネ ッ ト使用量が多い ほ どネ ッ ト

上 や ネ ッ ト外 の 友入 か ら の ソ
ー

シ ャ ル サ ポ ートが 増 え る

と い うポ ジテ ィ ブな効果が見られた 。

　 （b） 授業 に お け る私語

　大学授業で の私語 お よび規範意識 と の関連 か ら， 適応

の 問題 を検 討 した 例 も見 られ る。

　 出口 ・吉田 （200r）） は ， 大学授業に お け る私語 に つ い

て，私語発生 に 関わ る要因 お よ び私語発生 に よ る適応感

へ の 影響 に つ い て 注 目 し ， 検討を行 っ て い る 。 私語の 規

定因 と し て，私語に対 す る規範意識お よ び他者視点取得，

社会 的 ス キ ル
， 大学生活 の 目的 の各変数を測定 し ， ま た

私語発生 に よ る影響に つ い て は大学生活に お け る対人関

係 へ の 適応 の 観点 か ら検 討 した。 2 つ の 調査研究 に よ る

検討 の 結果 ， 私語へ の 規範意識が低 く， ま た視点取得や

社会 的 ス キ ル と い っ た 社会 的 に 望 ま し い 特性を高 く持 つ

者 に お い て 私語 の 頻度 が 多 い こ とが 見出され，私語 の 発

生過程 の 複雑 さ が示 さ れ た。そ して 授業中の 私語 は 対人

関係 へ の 適応の ため に 行われ て い る こ とが示唆 された。

まと め に か えて

　最近 1 年間 に お ける社会部門 の 動向に つ い て ，「48回総

会発表論文集』， お よ び学術雑誌 と刊行物の傾向を踏 ま え

概観して きた。「動機 づ け」「対人関係」「適応」と い う 3

つ の キ
ー

ワ
ー

ドは，社会部門 の 研究の す べ て を カバ ーす

る もの で は ない が ， 学校教育場面 に お ける社会心理学的

視点 を考 え る上 で
一

つ の 有意義な観点を与 え る で あ ろ う 。

そ れ ぞ れ の キーワードで興味深 い テーマ の研究や労力を

か けた貴重な研究 も見られ ，
こ の 領域の 研究が 積極的に

展開さ れ て い る こ とが感 じ られ た 。

　近年 の 社会部門や教育心理学全体 の 大 き な動向に 実践

化が あ る こ とは前述の と お りで ある 。 教育心理学の 実践

性に 関 して は ， 鹿毛 （2。05＞な ど に よ っ て 積極 的 な議論が

始め られて お り，多 くの 重要 な示 唆が含 まれ て い る と思

わ れ る。

　 こ こ で はわず か な自分 自身 の 経 験 か ら，思 い つ くこ と

を最後 に 述べ た い 。 個人的な こ とで あ る が ， 最近地域 の

あ る公立小学校 に フ ィ
ール ドと して 定期的 に 関 わ らせ て

も ら っ て い る。ご く普通 の学校の 目常を見せ て い た だ く

目的で ， 様々 な教育場面 に 立 ち 会 っ て い る。職員室 や 教

室で 見 る小学校 の 生活 に は ， 言語化で き な い 雰囲気や文

脈 が あ り， ま た 子 ど も と 教師，活動 が相互 不可分な か た

ち で進展 す る の だ ， と い ま さ らなが ら実感 して い る。そ

の よ うな中 で，自らの 研究が ど の 程度役 に 立 つ の か を思

う と，身の縮む思い がす る 。

　 しか し先生方や子 どもた ち と触れ合 う中で ，こ こ で生

じて い る こ と は ， ま ぎれ もな い
“
社会的な出来事

”
で あ

り， 観点次第 に よっ て は，教育・社会心理学 的 に ア プ ロ ー

チ し ， 学術 的 ， 実 践 的 に 実 り あ る研究 を 生 み 出す こ と が

可能 な場 で あ る と い う感覚を持 っ よ うに な っ た。重要な

こ と は，教育事象 とい う複雑で 曖昧な現実の 中で ， 大 き

な制約 を踏 まえなが ら， わず か で も有意味な知 見を見出

そ う と す る，タ フ な実証 的視点か も しれ な い
。 個人的 に

は， 直接の 実践的意義は小 さくとも， 教育 の 営みを多面

的 に 捉え る視点を提起す る こ と は，教育事象の 理解 ・改

善 に 〔わ ず か で も噫 義を持 ち うる の で は な い か と考 え て い

る。

　今年度の 研究の 中で も， 理論的背景 に 基 づ き な が ら，

教育場面の 理解や応用 に意義を持 ち う る貴重な研究 も提

起 さ れ ， それ らは こ れ か らの 自身 の 研究を考え る上 で も

よい 刺激 と な っ た 。 この よ うな刺激的な研究が今後 も増

加 し ， 教育心理 学的研究が多様 なあ り方 で 活性化 して ゆ

く こ と を楽 しみ に した い
。
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付記

　草稿 に 対 して 有意義 な コ メ ン トを し て い た だ い た 愛知

教育大学教育学部 ・伊藤崇達先生 に 感謝申 し ヒげます 。
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