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は じめ に

　本稿 で は ， 児童期
・青年期を対象 と し て 行わ れ た最近

1年間の教育心理学領域 の研究 を概観 す る。児童期 ・青

年期 を対 象 に した 研究 は膨大 な 数 に 土 る。そ こ で，本稿

は 「子 ど もの 自律的な社会性の 発達」をテ ーマ に掲げ ，

こ の観点か ら研究を選択する こ と に し た 。

　2008年 3 月 に 公示 された 「新学習指導要領」 に お い て ，

そ の 理 念 は現 行 の 要領 と変 わ ら ず 「生 き る カ を育 む こ

と 」 で ある。新学習 指導要領 （文部科学 省，2008＞ に よ る と

「生 き る力」 の 具体的な 内容は ， 「子 ど もが 自ら課題 を見

っ け ， 主体的 に 判 断し ， 行動 し， よりよ く問題 を解決す

る資質や 能力」， 「自ら を律 し つ つ
， 他人 と と も に 協調 し

，

他人 を思 い や る 心 や 感動す る心 な ど の豊か な人間性」で

ある 。 自己決定 ， 自律的動機付け ， 行動の 制御 ， 協同的

な仲間関係 の構築 ， 向社会性 ，
ス トレ ス の 自覚 と そ の管

理等 の 研究 は，自律的 な 社会性 の 発 達 の 主要 な 研究領域

で あ り，「生 き る力」の 育成 と回復に 関し て教育心理学

が 貢献で き る領域 で あ る 。

　今 回 ， 大学生 を対 象 に した研 究 は，発達的 な観点 を と っ

て い る も の 以 外 は概観 に は含め な い こ と に し た。ま た ，

日本教育心理学会第50回総会 で 発表さ れ た研究に 言及す

る場 合 は
， 年号 で は な く発表番号 を記 し

， 引用 文献 か ら

は除 くこ と とす る 。

　 1．自我 ・自己

1 ．ア イデ ン テ ィ テ ィ と 自己概念

　発達を捉え る観点と し て ， 個人 が他者か ら分離 ・独立

す る 過程 だ け を用 い る の で は な く， 他者 との 結合や関係

性 を強め る過程 も含め て
， 複線的 ， 多元 的な軸 を用意す

る必要が あ る 。 山田 ・
岡本 （2。08）は，「個」と し て の ア イ

デ ン テ ィ テ ィ と 「関係性 」 に 基 づ くア イ デ ン テ ／ テ ィ の

2 軸か ら青年期 の アイデ ン テ ィ テ ィ を捉 え ， それ らの 2

軸 を測定す る尺度 を作成し た 。 大学生対象の 半構造化面

接の 結果 ， 青年期の ア イ デ ン テ ィ テ ィ に お け る 「個」 の

側面は 自他 の 融合感 の 少な さ と幅広 い 他者 と の 関係 を求

める傾向 として現れ る こ と ， 「関係性」の側面は ， 他者を

自己 と は独立 し た 存在 と し て 認識 し，親密な関係 を築 く

こ とが で き る傾向 と して現れ る こ とが明 らか に な っ た 。

　高橋 （2〔〕 8）は ， 男子 大学生 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ 達成地

位 と親 子間 コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン との 関連を調査 し た 。 男

子学生 の 親子間 コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン の 特徴 は ， 「議論の 回

避」， 「議論 に よ る 立場の 明確化」， 「結合性」， 「自律 した

意思決定」の 4側面を持 つ こ とが わ か っ た 。 そして ， 議

論 の 回避 を高 く示す男子学生 はアイデ ン テ ィ テ ィ 達成得

点 が 低 く， 親子間 で 議論 を避 け な い こ とが 男子学 生 の ア

イデ ン テ ィ テ ィ 感覚の高 さ に つ な が る こ とが 示唆さ れ た。

　原田 （200S ） は ，
　 TS ・WHY 法に よ り大学生 の 自己概念

を ユ ヵ 月 お き に 3 回縦断 的 に 捉 え，各時点 で の 自尊感情

と の 関係 を調査 し た。そ の 結果 ， 肯定的な 自尊感情 は肯

定的な 自己概念 と プ ラ ス に関係 し て い る も の の ， 肯定的

な 自己概念が多 い 青年に お い て も肯定的な 自尊感情の 揺

れ は少 な くなか っ た。中期的 な自尊感情の 揺れは自己概

念 の 見直 し に つ な が る た め
， 否定的 に 捉 え る べ き で は な

い こ と が示唆さ れ た 。

　 口潟 ・齋藤 （2007 ） は ， 高校生 と大学生 を対象 に ， 過

去，現在 ， 未来 に 対す る 時間的展望 の 様相 と精神的健 康

との 関係を 調査 し た 。そ の 結果 ， 未来 の み に ポ ジ テ ィ ブ

な態度を示 して い る高校生 は精神的健康度が 低か っ た の

に 対 し て
， 大学生 で は低 くは な い こ とが見出さ れ た 。 高

校生 と大学生で は未来 を志 向す る こ とに 対 す る心理的影

響が 異 な る こ とが 示唆 さ れ た 。こ れ らの 示唆 は，青年期

の 自己概念の形成 と ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 発 達を支援す る

際 の 貴重 な資料 と な る 。

2 ．自己価値 と自己評価

　 Harter　（1985 ）の研究以後，自己 を 多元的 で 多面的 な構

造 を持 つ もの と して 捉 え る ア プ ロ
ーチ が定着 し た。自己

評価 は 児童期 か ら 青年期 に か け て 分化 し ， 自 己 概念の
一

部 として 機能 す る よ う に な る。眞榮城 ・菅原 ・酒井 ・菅

原 （2007 ）は ， Harterの オ リジナ ル 尺度 に 忠実な 日本語版

を作成 した 。 尺度 は児童版，青年版，大学生版 の 3種類

で あ り，運動 や学業 等 の 領域別 の 自己評価 と全体的な 自

己価値の 評価 の 下 位尺度か ら構成 さ れ て い る。改訂 日本

語版 の 尺度 の 信頼性 と妥 当性 はほぼ満足 の い くもの で あ

り ， 今後の 応 用 的な 利用 が 期待 さ れ る 。
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　太田 （2007 ）は ， 小学校 3 年生か ら 6 年生 まで の 吃音児

338名 と同学 年 の 非 吃音児 の 協力 を得て ， 吃音児 の 自尊感

情 の 形成 に お い て ， 話す領域 に 関す る 自己評価 と重要度

が ど の よ う に 関与 し て い る か を検討 した。そ の 結果，話

す 領域に関す る 重 要度が 吃音児群 に お い て の み抽 出 さ れ

る こ とが わか っ た。そ して ， 話 す領域 に関す る変数が 自

尊感情得点 を説明 す る割合 は，吃音肯定群 よ り吃音否 定

群の 方 が 大 き い こ と，話す 領域を 重視す る傾向は 吃音 に

否定的感情 を持 つ 子 ども に認め られ る こ とが示 さ れ た 。

これ ら の 結 果 に 基 づ き ， 吃音児 の 自尊感情 モ デ ル と通 級

指導 に 関 す る指針が 提 出 さ れ た。

　 巾山 （2007 ） は，小学校 6 年生か ら大学生 ま で を対象

に ， 自己愛 に お け る評価過敏性 と誇大性の 2側面 の 関連

の 変化 か ら ， 自己評 価機能 の 発達 を検討 した 。 そ の結果 ，

自他未分化 で あ っ た 自己評価機能 が次第に 自他独立 的 な

も の へ と変容す る モ デル の 妥当性が 検証 さ れ た。

　高坂 （2008）は ， 中学生 ， 高校生 ， 大学生 を対象に ， 白

己 の 重 要領 域 （自由記述）と劣等 感得点 （尺度〉との 関連 を

検討 した。中学 生 で は知的能 力 を重要領域 として お り，

学業成績 の 悪 さ に 劣等感 を抱 くの に 対 し，高校生 で は対

人魅力を重要領域 と し て お り ， 身体的魅力の な さ に劣等

感 を抱 い て い た。そ して ， 自己承 認 を重要領域 と す る 大

学生 で は友だち づ くりの 下手 さ に 劣等感 を抱 くよ うに な

るが ，人間的成熟を重要領域 とす る よ うに な る と劣等感

は抱か れ な くな る こ とが 明 ら か と な っ た 。

　小中学生 の情緒的 な問題行 動 の 発現 に 自己価値の 知覚

が 媒介す る とい うモ デ ル を立 て ，それ を検討 した の が 西

野 （2007 ）で あ る 。 彼女は 小 学校 6 年生 か ら中学校 3年生

を対象に ，
こ の モ デ ル の検証を行 い

， 「情緒的な問題行動」

に は 「学級 で の 疎外 感」が促 進的 に，「自己価値 」が抑制

的 に 直接 的な影響 を及ぼ して い る こ と を示 した 。 また ，

「学級で の 疎外感」が 「情緒的な問題行動」を促進す る程

度は，自己価値低群 に比 べ 自己価値高群 に お い て 減 じら

れ て い る こ とが わ か り， 自己価値 が 緩衝効果 を持 つ こ と

が明 らか に な っ た。

3 ．自己愛傾 向 と対人関係

　 清水 ・川 邊 ・海塚 （20。7） は ， 対 人 恐 怖傾 向と 自己愛傾

向 の 2 っ の 軸 に 自己愛 の 顕在型 と潜在型 の 観 点 を加 えた

立 体的 な モ デ ル を 設定 し ， 大 学生 を 対象 に そ の 妥 当性 を

検証 し た 。

　 新見 ・川 口 ・江村 ・越中
・
目久田

・前田 （2008＞ は，中

学生 ， 高校生 ， 大学生 を対象 に 自己愛傾向（評価 過 敏 性，誇

大性，身体 賞 賛，自己 確信 ）と自尊感情 と の 関連性 に つ い て検

討 し た 。い ず れ の 学校段 階 に お い て も，自己 を受容 す る

項目 か ら構成さ れ る 因子 と ， 他者評価 を気 に す る項 目か

ら構成 さ れ る 因子 の 2 因子 が 抽出さ れ る こ と が わ か っ た 。

　伊 藤 ・村瀬 ・吉住 ・村上 （2008｝ は ， 大学生 を対象に ，

青年の ふ れ 合 い 恐怖的心性0）精神的健康度 に つ い て ，抑

うつ と自我同
一

性の側面か ら検討 し た 。 そ の 結果 ，
ふ れ

合 い 恐怖的 ’酎生の高 い 青年は対人 恐怖的心性 の 高 い 青年

と比 べ て ，抑 うつ は低 く， 自我 同
一一

性 の 感 覚 は高 い こ と ，

そ の
一

方で ふ れ あ い 恐怖 も対人恐怖 も と もに 低 い 青年と

比 べ て ， 自己斉
…・

性 ・連続性 ， 対他的同
一

性の感覚 は低

い こ とが 示 さ れ た。ふ れ合 い 恐怖 的心性 の高 い 青年 は ，

対人恐怖的心性 の 高い 青年よ りも精神的 に は健康で ある

もの の ， 個 と して他者 と向き合 う対人関係 に お い て は 自

我 同
一

性の危機が生 じや す い 群で あ る こ とが 示 さ れ た 。

　興味深 い 研究と し て ，福島 ・岩崎 ・青木 ・菊池 （2006）

は，自己 愛者が攻撃性 を高め る メ カ a ズ ム を親子関 係 の

中で 検証 した 。
つ ま り， 親の 自己愛傾向が 親 の 自己 価値

低下を子 ども に帰属 させ る傾向 と相互作用 して ， 子 ど も

へ の 攻撃行動 を高め る と い うモ デル が 設定 さ れ た。彼 ら

は ， 12歳以下 の 子 ど もを育て て い る 300組以上 の 父母 を対

象に ， 自己愛人格 目録，親 の 子 へ の攻撃，自己価値低下

を子 ども に帰 す る 傾向 を調査 し，
こ の モ デ ル の妥当性を

証 明 し た 。

4 ．身体発育 と抑うつ

　思春期 は 身体発育や第二 次性徴 を特徴 と す る時期で あ

る 。 上長 伽 07a，b，　c）は ， 急激な身体変化 は本人 の意志や

希望 と は無関係 に 訪れ る身体成熟で あ り，青年に と っ て

少な か らず心 理 的な健康や 適応に影響す る出来事 で あ る

と考えた 。 そし て ， 中学生 を対 象に ， 身体発育の状況 と

発育時期 の 主観的満足度 が 抑 うつ ，お よび摂食障害 傾向

と ど の よ う に 関連す る か を調査 し た 。上 長の
一
連 の 研究

は ， 思春期の 適応や心理 的健康 に つ い て ， 身体発育 を軸

とし，自己価値や 自己受容 との 因果関係 を明 らか に しよ

う とす る 取組 み と見 な す こ とが で きる 。

　II．愛着 と親子 関係

　BOwlby （1973）は愛着を，個人 が 自立性 を獲得 し た後で

も， 形を変 え ，

一
生涯を通 じ て存続す る も の と仮定す る 。

愛着 の 発達 は 行動 レ ベ ル の 近接 か ら表象 レ ベ ル の 近接 へ

と徐 々 に 移行 す る 過程 で あ る。 こ の 過程 で と りわ け重要

な意味 を持 つ もの が 内的作業 モ デ ル 似 ド，IWM ）の概念

で あ る。愛着研 究 も，観察可能な 愛着行動や 母子相互作

用 を扱 う も の か ら ， 内在化 さ れ た 表象 レ ベ ル の 愛 着，つ

ま り IWM を扱 う も の へ と発展 し て き た 。

　山 J［［・柴田 ・井 上 （PDI −05） は，幼 児期 の 愛着 と そ の 安

定性に 影響す る 要 因を縦断的 に検討 した。 6 歳時 点 で

Attachment 　Doll　Play法 を 用 い て 測定 さ れ た 愛着 に は，

そ れ ま で の母子 関係だ け で な く， 父 予関係 と夫婦関係 も

有意 に 関係 し て い る こ と が 見出さ れ た 。
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　八 越 ・新井 （PDI ω は ， 小学生 の愛着 を愛着ス タイル

に 関す る自己 モ デ ル と他者モ デ ル の 2 つ の 尺度 か ら測定

し，児童期 の友人 関係 との 関係を調査 した 。 その 結果 ，

愛着 の 他者 モ デ ル の 不安 定 さ が 他者 へ の 積極的 な関わ り

を抑制す る こ と が 見出 され た 。 ま た ， 中学 生 の 愛着 ス タ

イ ル が レ ジ リエ ン ス と有意 に 関係 す る こ と も見出 さ れ て

い る （中村
・内田 ，2007）。

　出野 （2（］08）は，児童養護施設 に 入所 中の 中学生 146名を

対象に ， 自己 評定型 の 質問紙で 測定 さ れ た 愛着の タ イ プ

と心的外傷性症状 との 関係を調 査 した 。そ の 結果，男 子

に お い て は愛着の 両価性 が 心的外傷性症状 を強 め る こ と
，

女 子 で は両価 性 と回 避性が 関係 す る こ とが 見出 さ れ た。

被虐待体験 は ， それ 自体 が 心的 外傷性体験 で あ る た め ，

不安定な愛着 と心的外傷性症状 と は 同時 に 形成 さ れ る と

考 え られ る 。 ま た ， 不安定な愛着は 心的外傷へ の抵抗力

を 弱 く す る とい う因果 も考 え ら れ る 。 今後 ， 施設養護 の

質 と IWM の 変容過程 との 関係 を捉 え る こ とが で き る と ，

愛着 の 発達研究，お よ び施設養護の 実践 に 大 き く貢献す

る こ と だ ろ う 。

　親 の IWM は 子育 て とい う人間関係 の 場 を通 し て ， 次

世代の 子 ど もへ 影響 す る と考 えられ て きた。IWM の 世

代間伝達 に つ い て ， 金政 （2007 ）は大学生 を対象 に ，北村

（2008）は成人 を対象に検討した 。 金政 （2UO7） は ， 自己評

定型 の 愛着 ス タイ ル 尺度 （AAQ ）を用 い て ， 大学生 と そ の

母親の愛着 ス タイ ル の 類似性 を調査 した。そ の 結果 ， 関

係不安 と親密性回避の 次元に お い て母子間 に プ ラ ス の 有

意 な相関 が見 出 され た。こ の 結果 は ， 乳幼児〔SSP ，愛着 Q
セ ッ ト法 に よ り測定 ） と母親 の 愛着 （AAI に よ る測 定） と の 間

に 有意な関係 を見出 して き た発達心理 学的研 究 の 成果 を

青年期 の 親子 に拡大す る もの で あ る。た だ し， 母 子 の愛

着の 相関は ， 統計的 に は有意 で あるもの の ， そ の 関係は

弱い とい わ ざ る を得な い
。 っ ま り，青年期 に お い て も愛

着 の 世代間伝 達 の 影 響 は あ る もの の ， 愛着は 不可逆 的 で

は な く，常 に変容可能性 を含 み うるもの とい える 。 金政

は愛着 ス タ イ ル が連続する プ ロ セ ス に 関す るモ デ ル も設

定 し，そ の 妥 当性 を検 証 して い る 。

　青年期以 降 の 依存 性 は 必 ず し も不適応 に は つ な が らな

い 。竹澤 （2008）は，大学生を対象に して依存状 況 に お け

る 自己決定 や 自律性 の 保持 に関す る 尺度 を作成 し ， 依存

後 の 自己成長感 と の 関係 を調査 し た 。 そ の 結果，他者 へ

の 依存場 面 で 自律性 を保持し た 依存 の 仕方が 依存後 の 成

長感や安心感 を高め，成 長疎外感 を低 め て い る こ とが わ

か っ た 。 竹 澤 が 扱 う 「自律的な依存性」 は安定 愛着 を持

つ 青年 の 対人 関係 の
一つ な の か も しれ な い

。

　 IIL 心の 理論

　他者の 感情や思考の 理 解は ， 共感の 認知 的側面 ， あ る

い は視点取得能力 と して 研究さ れ て き た。最近 は ， 他者

や 自己 の 心 的状態に対す る基本的な 理解 の 概念的枠組 み

を 「心 の 理 論 （theory 　of 　mind ）」 と呼 び ， そ の発達 に つ い

て毎年多 くの 成果 が 報告 さ れ て い る （子 安，2nDS ；Michel，

2008＞。

　見 か けの 感情 と本 当の 感情を区別する能力は幼児期 に

発達す る こ とが 示 さ れ て きた。溝川 （2007）は ，
こ の 知見

を発展 さ せ
， 6歳児は 4 歳児 よ り も 自己 防衛 的 な 偽 りの

悲 しみ を本 当 の 悲 しみ か ら区別で き る もの の ， 6 歳児で

も向社会 的動機 に よ る偽 りの 悲 しみ を理解で き な い こ と

を示 し た 。 溝川
・
子安 （200S ） は，小学校 1 年生 か ら 4 年

生 に か け て ， 見か け の泣 きが 他者に 誤信 念を抱 か せ る可

能性 の 理解 が発達 し ，
こ れ と二 次的信念課題の獲得 とが

相 関 し て い る こ と を見出 した 。
こ の よ うに ， 溝川 ・子安

の研究 は ， 児童期 に お ける二 次的信念の 理解が ， 他者の

情動 理解の 重要な 認知的基盤 で あ る こ と を示唆 して い る 。

向社 会 的 発 達 との 関連 で 検討 さ れ る こ と が 多 い の が

Hoffman の 共感理論 で あ る。　 Hoffman は 他者の情動認

知の 質的変化が 共感 に質的変化を もた らし，こ れが社会

的行動 へ の 動機付 け を左右す る と仮定 し て い る （松尾 ・松

下 2007）。今後 ， 共感 性の発達研究の際 に，「心 の 理論」

の 研 究成果 を 正 面 か ら取 り上 げ て み る と有益か も しれ な

い D

　「心 の 理 論」研 究 は 自閉症研究 と人 工 知能研究 の 発展 に

も 寄与 し て きた 。小川 ・子 安 （2008） は ， 幼児を対象に実

行機能 ，
つ ま り ， 行為や 思考 の モ ニ タ リン グや コ ン トロ ー

ル の役割 を果た す高次の 自己制御過程 と誤信念課 題等 の

解決と の 関係 を検討 し，ワ ーキ ン グ メ モ リ と 「心 の 理 論」

課題の成績の 間に有意な関係 を見出した 。 自己 の 視点を

抑制 し ， 他者視点を 活性化 さ せ る と い っ た操作 を可能 に

す る ワ
ー

キ ン グメ モ リ容量 が 誤信念 の 理解 に 必 要 で あ る

こ と が示唆 さ れた。児童 を対象に し た 二 次 的信念課題 と

実行機能 と の 関係 に つ い て も研究が期待 さ れ る 。

　横井 ・竹村 ・小川 ・乾 （ZOO7 ） は
， 「心 の 理論」の神経基

盤 に つ い て 研 究 を行 い
， 誤信念課題で の 視点取得 と情 報

抑制 の 活動 を担 う脳領域が 異 な る こ と を 同定 し た 。 い ず

れ の 研究 も ， 今後 の 「心 の 理 論」研究 や 社会 的認 知発 達

の 研究 方向を示唆 して い る と い え る。

　IV．自律性 と動機付 け

　自己決定理 論 （Ryan ＆ Deci，200  ） は ， 内発的動機付 け

と外発的動機付 け を自己決定の 程度 と い う連続体上 で 扱

う。まず ， 外発的動機付 けを自己決定性 の 低 い 順 に 「外

的調整」， 「取 り入 れ的調整 」， 「同
一

化的調整」， 「統合的
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調整」 とい う段 階 に 区分す る。そ して ， 内発的動機付 け

を外発 的動機付け よ り自己 決定性 の 高い 動 機付け と 位置

付け る。

　安藤 ・布施 ・小平 （2008） は ， 小 学校 3 年生 か ら 6 年生

を対象 に ，積極 的授 業参加行動 と動機付 け ス タイル との

関係 を調 査 し，内発的動 機付 け は す べ て の 積極的授業 参

加行動 を促進 して い る が ， 低自律的外発的動機付 け は積

極的授 業参加行動 を抑制す る こ と
， 高自律的外発的動機

付け は 「挙手 ・
発言」 と は関連 し て い な い こ と を見 出 し

た 。 子 ど もの 授業 に対 す る 意欲
・
動機 付 け を 判断 す る た

め に は多様な行動 を考慮す る必要が あ る 。

　自律 的な動機付け は ， 友人 関係 の 形成や 維持に関わ る

主要 な 要因 で あ る。岡 田 （2008）は，中学生 を対象 に ， 友

人 関係 に 対す る 自律的な動機付 け が ，友人 と の 学習 活動

を介 して ， 友人 関係 と学習 の両方 に対す る充実感 と関係

す る こ と を見 出 し た
。

　近年 ， 無意識的な他者軽視 を通 し て有能感 を得 よ う と

す る傾向に つ い て の指摘が あ る 。 速水 ・木野
・高木 （200 「J ）

は ， そ の ような他者軽視 を通 じて得 られ る有能感 を仮想

的有能 感 （Assumed −competence ） と して 概念化 し た。仮想

的有能感 と は，「自己 の 直接的な ポ ジ テ ィ ブ経験 に 関係な

く ， 他者の 能力 を批判的に評価 ・軽視す る傾向に付随 し

て 習慣的に 生 じ る有能 さの 感覚」 と定義 さ れ る 。 速水 ・

小平 （2006）は
， 仮想 的有 能感 と 自己決定 理論 に 基 づ く動

機付け と の 関連 を検討 し ， 仮想的有能感の 高い 仮想型の

人 は 自己決 定性 の 低 い 他律的 な動機付 けを持 つ 傾 向 に あ

り，学習場 面 で 「や ら さ れ て い る」 とい う感覚を持 つ こ

と を 示 し た 。 小平 ・青木 ・松 ma　・速水 （2008 ） は ， 高校生

を対象に ， 仮想的有能観 と学習場面に お け る 会話の 内容 ，

援助 要請 ，援助授与 との 関係 を検討 した 。そ の 結果 ，仮

想的有能感の 高 い 人 は学習場面 に お い て，他者 と の 間で

防衛的 で 回避 的 な コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン を行 っ て い る こ と

が 示唆さ れ た 。

　V ．友人関係 と適応

　大 谷 （2007） は ，従来 の ，青年 期 の 友人関係 を深 さ と広

さ の 2 次元 で 整理す る尺度 （落 合 ・佐 藤，1996） に 新 し い 観

点 「状況 に 応 じ た 切替」（例 ； 「どん な友人 と
一

緒 に い るか に

よ っ て 自分 の キ ャ ラ が 変わ る」 や 「恋 愛 相 談 を す る友 人 と，進路 の

相談 をす る友人 は違 う と思 う」） に つ い て の 項 目を追 加 し て ，

青年期 の 友人関係 の 特質を捉え直 し た 。 高校生 と大学生

の協力を得 て 調査 が行われ ， 新観点 は既存 の 観点 とは因

子 的 に 弁別さ れ る こ と ， 新観点を加 え た 友人関係の 方 が

心 理的 ス ト レ ス 反応 の 予測 が 向上 す る こ とが 見 出 さ れ た 。

「状況に応 じた切替」は ， 友人 閖係 に お け る 認知 的 ， 行 動

的 ス キ ル と も 関連 し て い る と考 え ら れ る 。 今後，尺度 を

ブ ラ ッ シ ュ ア ッ プ す る こ と に よ り，青年期 の 友人関係 の

理解 と支援を計画す る際の有益な ツー
ル に 発展 す る こ と

が 期待 で きる。

　友人関係 の トラ ブ ル は．当事者 に被 害体験 の 反応 を も

た らす 。 当事者 の ト ラ ブ ル の 認知が 歪曲す る と ，反社会

的 な報復行動や非社会 的な回避行動な ど の 否定的な結果

に っ な が る お そ れ もあ る。児童青年期 の 適応 を理解 し支

援す る た め に は ， 友人関係で 生じた侵害 ・被害 の体験 を

どの よ うに解釈 し， どの ような対処 を した ら よ い の か に

つ い て 援助 す る必要 が あ る。

　石川 ・濱 口 伽 D7） は，他者か らの侵害 ・被害 経験 か ら

生 じ る ネ ガ テ ィ ブ な 結果 の 拡大 を 防止 す る た め に for−

giveness 概 念 に 着目 し ，
　 forgivenessを 「知覚 さ れ た被

害 ・侵害 に よ っ て 生 じ た 反応 を ， ネ ガ テ ィ ブ な もの か ら

ポ ジ テ ィ ブ ，
ニ ュ

ート ラ ル な も の に意識的 に 変化さ せ よ

う と す る認知的傾向」（p．526＞と定義 し， 「ゆ る し傾向性」

と呼 ん だ。そ し て ，中学生 と高校生 の 協力 を得て ， ゆ る

し傾 向性尺度 を 作成 した 。こ の 尺度 は 「他者 へ の ゆ る し

傾向」（「以 前，自分 に 嫌 な 事 を した 相手 に も，親切 に しよう と思 う」

等の IO項 ω ， 「自己 へ の 消極的ゆ る し傾向」（「思 うよ う に 上

達 し な い こ とが ある と ， 自分 を責 め 続け て し ま う」等 の 8項 団），

「自己 へ の 積極的 ゆ る し傾向」 （訣 敗 して も一生 懸命頑 張 っ た

結果 な ら，自分 を ぼ め る よ う に し て い る」等 の 5 項 目）の 3 つ の下

位 尺度 か ら 構成 さ れ る。分析 の 結果 ， 他者 へ の ゆ る し 傾

向は内在化問題 （抑 うつ
・不安 ） よ りも外在化問題 傍 体 的

攻撃・関 係性攻 撃 ） と 関連 す る こ と ， 自己 へ の ゆ る し傾向は

こ の 逆 で ある こ と が 示 され た 。また
， ゆるし傾 向性が内

在化問題 と外在化問題 の 両 方の 軽減 に と っ て有効で あ る

こ とが示唆さ れ た 。

　 学校教育 に お い て は，対人葛藤解決 場面 で の 自己主張

的方略の指導が 一般的で ある 。 自己課題 との 葛藤に お い

て は 達成行動を持続 さ せ る 動機付 け が 強調さ れ る傾向に

あ る。石 川 ・濱 口 の 研究 は，自己主張や達成 の よ うな直

接的な対処方略だ け で な く， 許す こ と で他者 と自己 を受

容 し ， 艮好な関係 の 巾で 自己実現 し よ う とす る生 き方 も

大切 で あ る こ と を 示 唆 し て い る 。 ゆ る し傾向性 は 自 己抑

制的 な 認 知 で は な く，自 己 実現 を も た らす認知 的方略 の

一
つ と見なす こ とが有益 で あ る 。 今後 ， 児童期 も含めた

ゆ る し 傾向性 の 発 達的変化 と個人差 に つ い て 明 ら か に さ

れ る こ とが期待 さ れ る。

　 赤坂 ・坂元 （2008）は ， 「携帯電話」の 使用 と友人関係 に

つ い て 検討 した。彼 らは，小学生 か ら高校生 まで の 450名

を対象 に 2時点 で の パ ネ ル 調査 を行 い ，携帯 電話 の 使用

が 友 人 関係 の 深 さ と密着性 に 及 ぼ す 影響 に つ い て 分析 し

た。そ の 結果，携帯電話 の 使 用 が 友 人関係 の 深 さ に 及 ぼ

す 影 響は 明 確 で は な い もの の ， 密着性に 及 ぼ す 影響 は あ
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る程度認 め ら れ た 。 さ ら に ， 友人関係が携帯電話の 使用

に影響す る と い う逆方向の 関係を 示 す結果 もい くつ か 得

られ，携帯電話の使用 と友入関係の密着性 に は循環的な

関係が あ る こ と が 示唆さ れ た 。

　吉村 〔2007）は ， 中学校 1 年生 を対 象 に ， 自己表現 ・主

張 の タイ プ が 適応 感 （友 だ ち と 学 校 へ の 満 足 度 お よ び学 業 モ

ラ ール ） と ど の よ うに 関係す る か を調査 した 。 そ の 結果 ，

女子 で は 自己閉塞群 伯 己表 現 ・主 張 と小 集 団 閉塞 性 が と も に高

い タ イ プ），男子 で は 自己表現群 伯 己表現・主 張 の み 高い タイ

プ ）と自己 閉塞群の 適応感が 高い こ とが 見出 さ れ た 。 中学

生 で は ， 小集団を中心 と した積極的な 自己表現が友人関

係 を維持 し学校生活 に 適応 す る 上 で 有効 で あ る と考えら

れ る。

　吉村 （2007 ）の 知見 は，携帯電話を使用 し た 密着性の 高

い 仲間関係 に適用 で き る の か どうか な ど ， 青年期の仲間

関係 と適 応 ，
お よ び情報通信機器 と の 関係 に つ い て 更な

る研究が 求め られ て い る 。

　VL 対人行動 と自己制御

1．ス トレ ス と自己制御

　児童 と青年 の 自己 と社会性 の 発達 に と っ て，友人 との

関係 は 重 要 で あ る 。

一方 ， 友人 関係 は と き に 学校 ス ト

レ ッ サ
ー

とな り， 様々 な ス ト レ ス 反応 を生 じ さ せ る 。 こ

の よ う な ス ト レ ス 反応 は学校不適応感 を高め
， 不登校の

要因をつ くる 。 ス トレ ス ・マ ネ
ージ メ ン ト教育 の 際 に，

ス トレ ス 反応を持ち や す い 行動傾向の 個人差 を捉え る こ

とが効果的 で あ る。

　奥 野 ・小林 （2007） は
， 文化 的自己 観 と し て 研 究さ れ て

き た 相互独立性 ・相互 協調性を個人の対人場面で の 行動

傾 向 と捉 え，中学生 を対象 に ス ト レ ス 反 応 と の 関連性 を

調査 した 。 そ の 結果 ， 言語的 主張 の 高 さとス トレ ス 反応

の 低さ に は関連が あ る こ と，評価懸念 の 高 さ と ス トレ ス

反応 の高 さ に は 関連が あ る こ と ， 個人内で 相互 協調性の

優勢な群 は 他 の 群 に 比 べ て ス ト レ ス が高 い こ とが 見出さ

れ た 。 今後 ， 相互 協調 性優勢群 で あ りな が ら ス トレ ス 反

応 の 高 くな い 生徒 の 対 人認知 の 傾 向 や 行 動ス キ ル を調査

す る こ と に よ り，相互 協調的 な生徒 が学校不適応に陥 ら

な い ため の 指導の 手が か り を得る こ とが で き る だ ろ う。

2 ．攻撃行動 と抑 うつ

　勝 間 ・山崎 伽  7） は ， 児童 の攻撃性 と抑うつ 傾向と の

関係 を 検 討 す る た め に，小 学校 4 年生 か ら 6 年生 を対象

に ， 反応的表出性攻撃 ，反応 的不表 出性 攻撃 ， お よ び道

具 的関係性攻撃 の 3 タ イ プ の 攻撃性 と正 負感情 を 調 査 し

た 。 そ の 結果 ， 不表出性攻撃 の 高 い 児童 は低攻撃児 よ り

も高 い ネガ テ ィ ブ感情 を示 したが ， 表 出性攻撃児お よ び

関係 性攻撃児に お い て は ネ ガ テ ィ ブ感情 と の 関係 は見 ら

れ なか っ た 。 不表出性攻撃児は学校現場で もあまり目立

た ず ， 問題 を抱 え て い て も見過 ご さ れ て し ま う傾向に あ

る。し か し一方で ，「キ レ る」と い う現象は，怒 り感情が

十分に処理 で き て い な い 不表出性攻撃傾向が長期 に わ た

り， 急 に極端 な表出性攻撃 に 至 っ た もの で あ る可能性 も

指摘 さ れ て い る 仙 崎，20働 こ と か ら，今後，児童 の 内在

化問題 に も着 目した予防 ・早期発見プ ロ グ ラ ム の 開発が

望 まれ る 。

　攻撃性 の 研究で は，い じめ問題 と の 関連 に よ り， 身体

的攻撃や 言語的攻撃に 加 え，関係性攻撃（Telational 　aggres ・

si ・ n ）が扱わ れ る よ うに な っ た 。 関係性攻撃は第三 者に は

見え に くい 性質を持 つ
。 勝間 ・山崎 （2008） は ， 関係性攻

撃を的確 に 捉えるため に，児童 に よる自己評価 ， 仲間 に

よ る他者評価 と教師評価 を実施 し
，

そ れ らの 相互関連 を

調査 した 。 そ の結果 ， 児童 の 自己評定 と仲間評定の結果

は類似す る もの の ， 有意な関係 は
一

部の 学年に しか 認め

られ なか っ た。また ， 教師ノ ミネー トを基準 とした場合

に は，仲間評価 の 方 が よ り関係性攻 撃 を正確 に 捉 え る こ

とが で き る こ とが示 さ れ た 。

3 ．自己制御機能の 発達

　原 田・吉澤 ・吉 田 （2008）は，「社会的場面 で ， 個人 の欲

求や 意思 と現状認知 と の 間 で ズ レ が 起 こ っ た時 に
， 内的

基準 ・外的基準の必要性 に応 じ て 自己を主張 す るもし く

は抑制す る能力」を社会的自己制御 （Social　Self・Regulation

：SSR ）と呼 び ， 高校生 と大 学生 を対象に ． そ の測定尺度

を 作 成 し た 。探索的 因子分 析 の 結 果，SSR は 「自己主

張」， 「持続的対処 ・根気」，「感情 ・欲求抑制」 の 3下位

尺度 か ら構成 さ れ る こ と が示 され た 。 さ ら に ， 脳科学的

基盤が仮定された 自己制 御概念 として 行 動抑制 ／行動接

近 シ ス テ ム （BIS〆BAS ）・ 実行注意制御 （EC 〕 を取 り上 げ，

SSR との 関連を検討 した 。 こ の研究に は，中枢神経 系 レ

ベ ル と行動 レ ベ ル とい う 2 層の表現型か ら自己制御 をモ

デル 化す る ヒ ン トが あ り， 発達障害傾向の発達 と行動変

容に 関す る研 究へ と発展す る こ とが 期待さ れ る 。

　児童期 に は ， 子 ど もは親か ら の情緒的な 自立 が 促 さ れ，

自発 的 に 行動 し
，

そ の 行動に責任を持 つ こ と が求め ら れ

る よ うに な る 。 こ の 性格傾向は ， 性格 7 因子理論 （Cl・ nin ・

ger，1987） で は 「自己 志 向 （Self．Directedness）」 と呼 ば れ ，

そ の 発達 に は環境 が 強 く影響す る と仮定 さ れ て い る。

　酒井 ・菅原 ・木島 ・菅原 ・眞榮城 ・詫摩 ・
天羽 （20〔）7）

は ， 小学校高学年の 児童を対象 と した 2 年間 の 追跡調査

デー
タ を も と に ，彼 らの 学校 で の 反社会 的行動 と 自己 志

向性 と の 間の影響関係に つ い て ， 家族 に 抱 く信頼感 を調

整要因 と し て含め た 3 変数問 の 相互影響性 の 観点 か ら検

討 し た。そ の 結 果，家族 に 抱 く信頼感の 高低 に か か わ ら

ず ， 小学校高学年に お け る学校で の 反社会 的な行動 経験
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の 多 さ が 2 年後 の 自己志向性 の 低下 に影響す る こ と が 明

ら か に な っ た 。反社会的 な行動経験 の 多い 子 どもは，仲

間 と の 問に協調 的な関係 を築 く こ とが 困難 に な る 。 児童

期 か ら青年期 に ， 子 どもは対 等な仲間 との相互 作用 の 中

で 自己 志 向性 を発達 さ せ て い く と考 え られ る。

　 Wl．道徳的発達 と教育

1．　Character　education

　Character　education （以 下，　 cE ）と は
，

．
子 ど もが 良い 行

動 と は ど の よ うな も の か を理解し，実践す る習慣を身 に

付 け る こ と を 目標 に す る教育で あ り， 青木 ・
小泉 （G4 ）は

「品性 ・品格の 教 育」 と呼ん で い る 。 CE は ， Lickona（2004

水 野 ・望 月 訳 2005） の 書物 に 象徴 さ れ る よ う に ， ア メ リカ

で は一種 の ブーム と な っ て い る。こ の 方法 は，まず 「思

い や り」， 「責任」， 「勇気」， 「公共心 」の よ う な核 と な る

徳 （core 　value ）を定 め ， 子 どもが徳 の 意 味 を理 解し ， 徳 と

関連 した 行為 を繰 り返 し実践 で き る よ うな場 を っ くり出

し，「習 慣化」 さ せ る こ と を重視す る。Piaget と Kohl・

berg の 認知発 達論 に基づ く道徳教育は ， 大人 か ら子 ど も

へ 特定の 価値 を教 え 込 もう と す る方法に 反対す る 立場 を

と る が ， CE は こ れ と は対照 的な面 を持 つ
。 わ が 国で の

CE の 実践 と成果 の 報告 は 少 な い 。一方，向社 会的行 動，

自尊感情 ， 友だ ち関係等 の 心理学的研究は少な くな く，

そ れ ぞれ の発達 の メ カ ニ ズ ム も明 らか に さ れ つ つ あ る 。

心 の 教育 と して 「思 い や り」，厂自信 」，「友情」 な どが 取

り上 げられ る こ と も多 く，今後，教育心理 学の 道徳教 育

へ の貫献 の
一

つ と し て ， CE に関す る研究が 盛 ん に な る

こ と が期 待 で き る。

2 ．共 感， 向社会性，罪 悪感

　 中里
・松井 （1997） が 日本の 高校生の 思い や りの 態度が

諸外国 に比較 し て悪化 し て い る こ と を指摘 し ， そ の 原因

を家庭 教育 で あ る と指摘 して 以来 ， 教育 の 現場 で は ， 強

固 な親 子 関係，ボ ラ ン テ ィ ア経験 ，幼少期 か ら の 社会的

規範意識の 強化が 叫ば れ る よ う に な っ た 。

　 中村 ・松井 ・堀 内 ・石井 （2007） は
， 日本 と トル コ 共 和

国 の 中 高校生 と 父 母 を対象に ， 親子 関係 の 良否 と子 ど も

の 様 々 な意識 ・態度 の 関連を親子 双 方の 観点か ら検討し

た 。 そ の 結果 ， 子 ど もか ら見た親子関係 の親密さが子 ど

もの 道徳意識，恥意識，愛他性，価値観 に
．
肖定的な 影響

を与 え ， 子 ど も の 非行 的態度 の 抑 制 に 寄与 し て い る こ と

が 見出さ れ た 。 ま た ， 親か ら 見 た 子 ども と の 関係 の親密

さ も， 家庭 で の 子 ど も の 道徳意識 と愛他性 に 関す る し つ

け を促す と と もに ， 子 どもの 虞犯 や非行 を許 容 しな い 態

度 の 形成 に 寄与す る こ とが示 さ れ た。

　 藤吉 ・田 中 （2007 ） は ， 青年期 か ら成人期 後期 の 大人 を

対象 に 罪悪感 の 喚起場 面 に つ い て 調査 した。成人 が犯罪

行為 と虞犯行為に最 も罪悪感 を喚起さ せ る の に 対 し，青

年は不特定多 数 へ の 迷惑 行為 よ りも友人 な どの 親 し い 人

へ の 裏切 り行 為 に 対 して 罪悪感 を喚起 させ る こ とが見出

さ れ た 。

　高橋 ・浅川 ・稲葉 ・二 宮 （PDI −08） は ， 中学生 の 特性罪

悪感 の 水準 が 向社会的 な判断 を高める こ と を示唆 した。

芝崎 ・山崎 （PD1 −09）は，小学生を対象に違反 に対す る自

己 の 責任の大 き さ が ， そ の後 の 謝罪に ど の よ う に関係す

る か を検討 した 。
そ して

， 自己 に非の な い 加害に対 し て ，

小学 生は道具的な謝罪行為 を選択する こ とがわ か っ た。

謝罪 は 必ず しも罪悪感 を背景 に 生 じる道徳 的行動 で はな

い とい え る 。 田村 （PDI 　lO＞は ， 小学校 1．年生 で さ え，第

三 者 の 立場 で あれ ば ， 教師 か ら促 さ れ た 謝 罪を誠実で な

い と認知 で きる こ と を示 し た。

　片岡
・高井・安田 〔PCI −36） は，発達障害 （特 に PDD ）が

疑わ れ る 小 中学生が，道徳的逸 脱と慣習、hの 違反 の 後 に

は 謝罪を行 う方が よ い と考 え る こ と
，

しか し罪悪感 と恥

の 理解，お よ び謝罪 の 理由 に 関して は曖昧 で あ る こ とを

報告 した 。 「な ぜ そ うす べ き か 」 を判断す る際 に は ，行動

の 意図の 推測や被害 の 状況理解な ど ，
い くつ も の表象を

操作す る必要があ り， 児童期の 「心 の 理論」の発達 と も

関連 が あ るだ ろ う。田爪 ・鈴木 ・高橋 （PEI −22〕 は
， 学校

で の 良好な対人関係が 「自分の命の 大切さ」 と 「他 の 人

の 命の 大切 さ」の両方の 認識 と関係す る
一

方 ， 自己肯定

感 は 「自分 の 命」 の み ， 向社会的意識 は 「他 の 人 の命」

の み に 関係す る こ と を見出 し た。

　特性共感 を測定す る 尺度 は す で に数種類あ る 。 葉山 ・

植村 ・萩原 （2008｝ は，共感 の 内容的側面 を多次元 に 捉 え

る こ と は 共 感の 性質を 曖昧 に す る と指摘 し た 上 で ，共感

の 各生起 ス テ ッ プ に対応 した尺度を組み合わ せ た共感プ

ロ セ ス 尺度を作成 して い る 。 将来 ， 児童 用 の 尺度が作成

され る こ と に よ り， 共感 と社会的行動 との 関連 に つ い て ，

これ ま で 以 上 に 発達的， 臨床 的な検討 が 可能 と な る だ ろ

う。

　 大西 （2008）は，従来の 罪悪 感尺度を取 り上 げ ， そ れ ら

の 測定 し て い る概念 を整理 した 上 で ，特性罪悪感 を測定

す る多次 元 か らな る 尺度 （TGS ）を作成 した 。　 TGS は ， 理

論的 に は精神分析学 に 依 拠 し，下位概念 と し て 「精神内

的罪悪感 」， 「利得過 剰の 罪悪 感」， 「屈折的甘 え に よる罪

悪感」，「関係維持 の た め の 罪 悪 感」 の 4 側 面 が 仮定 さ れ

た。大学 生対 象 の 調 査 か ら，尺度 の 信頼性 と ， 4 因子 モ

デ ル の妥当性が 広 く確認 さ れ た。特性罪悪感 の 4 側面 が

発達的 に どの よ うに 分化 し て い くの か 興味深 い
。

3 ．社会 的規範意識 と道徳的概念の 発達

　 自己 主張 す る と と も に相手の 立場 も尊重 す る態度 は
，

協調的 な社会的発達 に と っ て 必要条件で あ り， わ が 国 の
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道徳教育 が 目指す子 ども像の
一

つ で もあ る。外山 ・大林

（20U7）は
， 小 中学生 を対象 に

， 重要な人権の
一

つ で あ るプ

ライバ シ
ー

と知 る権利 に 関す る子 ど もの 理解を検討 した。

小 学校 4 年生 で あ っ て も，大 学生 と同 じよ う に ，公的な

情報 （所属 ク ラ ブ 等 〉を学級新聞に掲載す る こ と は 「悪い こ

と で はな い 」 と判 断す る が
， 私事性の 強 い 情報 旧 記 の 内

容 等〉は 「掲載す べ き で は な い 」 と判断する こ とが 見出さ

れ た 。 ま た ， 小学校 4 年生 と 6 年生 は ， 大学生 ほ ど に は ，

情報内容 （目記 の 内容 の よ し あ し） と情報要求の動機 （電話 番

号 の 開示 要 求 の 動 機 の よ し あ し〉 に か か わ らず情報 を開示す

べ きで な い と は判断 しなか っ た。小学 生は プ ライバ シ ー

を侵害す る こ と が 「悪 い こ と 」 と い う理解 をする もの の ，

彼 らの 善悪判断は状況 に依存す る 。 「人権」と い う道徳概

念 と 「知 る権利」や 「社会 的利益」 と い う異な っ た 概念

と の相互 作用 か ら一つ の 社会的判断が 生み出さ れ る。今

後 ，
こ の よ うな概念間の調整か ら 「人権」概念 と善悪判

断 の発達 を検討 す る こ とが求 め られ る だ ろ う。

　 山村・中谷 （PD1 −07） は ， 向社会 的行動 の 規範を社会規

範 （社会 的慣 習 の
一・

部 ） と個人規範 （道 徳 と個人 の 各領 域 の 要素

を持 っ 個 人道徳 の
一

部）に 分 け て 測定 し，小中学生 の 共感的

関心 と向社会的行 動 との関係 を分析 した 。
い ずれ の 規範

の 認知 も小中学生 の 共感的関心 を促 して い る こ と
， 中学

生で は個人的規範が 直接 に向社会的行動 を促す影響 を持

つ こ とが 見出さ れ た 。
こ れ は ， 発達的に 見 て ， 「人 の 期待 」

を受容 す る社会的規範 で はな く， 「自分 の 自由意志 で 決 め

る 」個人 道徳の 規範 が 行動 を制御 す る よ う に な る こ と を

示 唆 し て い る 。

　道徳性 の社会的領域理論 （例 え ば、Wainryb ，2006 ） で は ，

善悪判 断が行為 の 社会文化 的な文脈 の 性質 の 影響 を受 け

る と仮定す る 。 越中 （2007 ）は ， 攻撃行 動 に 対 す る幼児 の

善悪判断に 及 ぼ す社会 的文脈の 影響を検討 し，他者の福

祉 に 影響 す る攻撃行動 を大 人 の 権威 か ら離れ て 道徳領域

の 思考か ら判断 す る傾向が 児童期 に 発達す る こ とを示唆

し て い る。大池 ・首藤 〔2008 ） は ， 子 ど も の 反抗場面 の 内

容 の 違 い が ，親 の 社会的情 報処理 に どの よ うな変化 を も

た ら す か を調査 し て い る 。 こ れ ら の 研 究 は 道徳性 に 関す

る社会 的領域理論 と社会的情報処理 モ デル と を統合 さ せ

よ うとす る 第
一・・歩で あ り，今後 の 道徳性研究 の 方向 を示

し て い る 。

4 ．道徳性研究 の 今後の 方向

　従来 の 道徳性研 究 が 認知 発達 を 基盤 と し た普遍的 な 判

断基準 の 獲得 と個 人 の 発達段階に こだ わ りす ぎた こ と を

反 省し ， 規範が 獲 得 ， 使用 さ れ る 文脈 や 関係性 を重視 し

よ う と す る研 究 が 出 て きた。大西 （2007）は ， 子 ど も が仲

間 との 関係 の 中で 認知的 ， 情動的，人格的 に 反応 し合 い ，

互 い の 自己 へ と統合 さ れ る発達 を考慮 すべ き と して道徳

的 自己 の発達研究 を提案 し て い る 。 臼井 ・茂 呂 （ZOU6）

は ， 社会文化的な ア プ ロ ーチ に よ る道徳性研究の方向を

提案 して い る 。 Character　education の研究 と実践 に加

え， こ れ らの 立場 か らの 研 究が今後 多 くな る で あ ろ う。

　ま た，道徳的判断 は脳科学 と神経心理 学か ら も ア ブ

u 一チ され る ように な っ た （JH合，2eo7 ； 永江，2008 ＞。 現時

点で は，これ らの ア プ ロ
ー

チ が 道徳 発達 と道徳教育 へ の

教育心理学的研究に どの ような知見 を もた らす か は未知

数で あ る 。

おわ りに

　本稿 で は ， 「自律 的な社 会性 の 発達」 を テ ーマ に ， 過 去

1年間 の 児童期 ・青年期を扱 っ た 研究 の 概観を 試 み た 。

紙数の都合．ヒ，
レ ビ ュ

ーか ら外 し た研究が あ り， また研

究者 の 考察 と は 異な っ た解釈 を した箇所 もあ る。テ
ー

マ

を絞 っ た と は い え ， 筆者の 力量不足 か ら思わ ぬ 誤解 をし

て い る箇所 もある か も しれ な い 。誤解が あっ た場合 に は

お許 し願 い た い
。 最後に ，

こ の作業 を行 っ た 中で 気づ い

た こ とを述 べ て お きた い
。

　 まず，多 くの 研 究が ， 学校や家庭 とい う社会 的環境 の

中で 発達を遂 げて い る児童 ・青年 の 問題 を扱 お う と して

お り， 研究の 方向性 と し て歓迎す る こ と が で きる。今後，

地域社 会 で の 児童 ・青年 の発達 ， 職場 で の 青年の 発達な

ど に 関す る研 究 が 増 え る こ とを期待す る 。 また ， 厂心 の 理

論」，「実行機能」，「自律的動機付け」な ど，認 知 ・学習

の分野 と社会性の 分野 の 両方を視野 に 入 れ た 理論や概念

が 登場 し ， 発達 をダイナ ミ ッ ク に捉 える研究が増加 した

とい える 。 さらに，道徳性 の 分野 に お い て も発達神経学

や脳科学か ら の研究が 登場 し始 め た 。心理学 の 独 自性 が

問われ る時期が 訪れ た と い え る 。

　第 2 に ， 研究方法 として は ， 圧倒的に質問紙を用 い る

調査法 が 多 い 。 それ も， あ る
一

時 点で の横断的なデータ

が ほ とん どで あ る。因果関係 を分析す る た め に 構造方程

式 モ デ リン グを用 い る研究は多 い が ， こ の 統計手法 は 短

期縦断的な 研究 と組 み合わせ る こ と で
， そ の 効 力 を発揮

す る 。 数は少な い も の の ， 質的研 究法 を用 い た もの も登

場 してきた。研究対象者の 生活 に 密着し て い る こ と は，

従来 の 発達 理 論 や 研究 に は な い 新 しい 知見を もた ら し て

くれ る もの の ， 中に は多様な結果 に 研 究者 の 解釈 が 追 い

つ い て い か な い と い う現 象 も見 られ る。

　第 3 に ， あ る特定の行動 に 関す る 自己 報告型 の 尺度 が ，

今年 も多 く作成さ れ た。 コ ン ピ テ ン ス や 効 力感，対人関

係に関す る 領域 で は，既 に 類似 し た 尺度が多 く存在 し て

い る。児童 ・青年 の 発達 が状況 に 埋 め 込 ま れ た もの で あ

り，領 域特殊 的 な 性質 を有 す る も の で あ る こ と を割 り引

い て も ， 何 ら か の 調整が必 要 で あ ろ う 。 これ と は逆に，
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分野 に よ っ て は ， 20年 も前 に 作成さ れ た 尺 度が 使わ れ て

い る 。 社会性を扱 う分野 で は尺度に 「賞味期限」が ある

こ と は 明 らか で ある。過去 と比較 する の で な けれ ば ， 新

し い 尺度の 開発 も必 要 に な る 。

　最後 に ， 「中 1 ギ ャ ツ プ」， 「小 1 プ ロ ブ レ ム 」と い う言

葉があ る ように ， 学校間移行は 子 どもに と っ て も親や教

員 に と っ て も ス トレ ス の 負荷 の 高 い 出来事 で あ る。 こ の

時期 の 子 ど もの 適応 は，子 どもの 発達 ヒの 特徴 と， 家庭

や学校，友人や 教師 と い う環境 と の 相互作用 に 依存 し て

い る 。 しか し こ の ユ 年間で こ の問題 を扱 っ た もの と して

は，太 田 ・新井 （PD1 −16），臼井 （PB1 −04）
， 本田 ・佐 々木

（2008 ） の 研究が あ る 程度で あ る 。 学 校教育現場 か ら強い

要請の あ る課題 で あ る だ け に ， 今後 ， 研究が 増え る こ と

を期待 した い
。
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