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は じめ に

　本稿で は ， 最近 1 年問 （2007年 7 月〜2008年 6月）に発表

さ れ た 本邦に お け る学校社会心 理 学研究の 動向 に つ い て

概観 す る。「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』，『発達心理 学研究』， お

よ び 『日本教育心理学会第50回総会発表論文集』に掲載

さ れ て い る 発表論文 を主 な 分析 の 対象 と した 。学会誌等

の論文 に つ い て は ， 最近 1 年間 （2007 年 7 月〜2008 年 6月）

に掲載 さ れ た もの を ， 原則 と して分析の対象 と し た。『総

会発表論 文集』記載の研究 に つ い て は ， 引用文献 に含め

ず，発 表者 と シ ン ポ ジ ウ ム 番号 ・発表番号 を記 した。

　 こ こで 学校社会心理学研 究 として取 り上 げる範囲 は，

発達部門や 人格部門お よ び教授 ・学習な い し臨床部門な

ど本年度 『年報』で 記載され る こ とが予想 さ れ る諸領域

と の 重複 をで き る 限 り避 け，社会心理学関係の う ち， 

学校教育関連で ある ，   児童お よ び生徒 を対 象 と し，幼

児や大学生 の み を対象 として い る研究は除外 し ，   内容

が 対 人的文脈 に あ る，  主 たる関心 が 治療 や援助 に な い
，

こ と を 基準 と し た 。 ま た ，『総会発 表論文集』で は，社会

部門 に 掲載さ れ て い る学級集団関連以外の 文献 も． 発表

テ
ー

マ と件数 に含めた。

　以下 で は ， まず 『日本教育心理 学会第 50回総会発表論

文集』の発表論文の 動向分析 を行 う 。 次 い で ，上記学会

誌 の 掲載論文 か ら ， 筆者の 関心 の あ る 小学校か ら高校に

か け て の学級集団 に 及 ぼ す諸要 因 の 効 果 と社会心理学研

究の 近年の動向を概観 し ， 若干の 考察を述べ る に と ど め

る 。

Table　1　『第 50回総会発表論文集』 に お け る社会心理学関連

　　　 の 発表テー
マ と件数

カ テ ゴ リ
ー

テ
ー

マ 発 表件数 小計 （％ ）

　 1．総会発表論文の 動向

　学校社会心理 学部門 に 該 当す る発表 に つ い て ， カ テ ゴ

リ
ー

分類 した もの を Table　／に 示 し た 。 カ テ ゴ リーは ，

以前 との 比較 をで き る だ け可能 に す る た め に ，『教育心理

学年報』 の 2007年度版 の 社会部 門 に お け る 動 向分析論文

越 ，2008）を参照 し 設定 した。本年度新た に付け加 え た カ

テ ゴ リーや テ ーマ に は． ＊ を付 け て 参 照 の 目安 と し た。

ま た ， 本稿で は企画委員会 ・研究 委員会や 自主企画 の シ

ン ポ ジ ウ ム も領 域ご との 件数 に含 め て 掲載 した 。 こ れ は，
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発 表 件数 の （ ）　 シ ン ポ ジ ウ ム の 数 　　＊ ；新設 お よ び 修 正 さ れ た項 目
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教 育 心 理 学 年 報 第 48集

近年 の 当該研究 領域 の 研究動 向 を知 る上 で ， 多 くの 重要

な知見 を も た ら し て くれ る と判断し た た め で あ る。昨年

度   49 回総 会）の分類で 発表件数がゼ ロ で あ っ た テ ーマ

は，Table　 l か ら削除 した。分類 に あた っ て は ， 主要 な

関心 が い ずれ に あ る か に 基 づ い た が ，あ くまで も筆 者 の

主観に よ る もの で あ る こ と を お 断 り し て お く。

　発表論文 の 総数 は ， 昨年度 と比 較す る と か な り減少 し

て い る （259件→159件，シ ン ポ ジ ウム は 除 く）。こ れ は ， 選択基

準  に 基 づ き大学生の みを対 象 とした研究 ， お よび ， 教

授 ・学習，臨床部門 に 掲載 さ れ て い る社会心理学関連 の

研究 を分析の 対象か ら除外 した こ と に よ る と考 え ら れ る 。

　 まず，相対的 に 多 い 研究 カ テ ゴ リ
ー

は，社会的 ス キ ル ・

社会性，教師 ， 自己
・社会的動機 に 関す る研究で あ っ た 。

次 い で ， 進路 ・キ ャ リ ア ， 学級適応 ， 学校組織 ・教師集

団 ， 子 どもの対人関係の研究で あっ た 。 社会的ス キ ル ・

社 会「生， 教師 ，進路 ・キ ャ リア，学級適応 が 多 い の は，

前年度お よび前々 年度 に も見 られ た傾 向であ る。白己 ・

社会的動機が 相対的 に 多か っ た 結果 は，こ の カ テ ゴ リ
ー

に関連領域で あ る社会的動機 駒 祉会性 ・同調 な ど） を含め

た こ とに よ る。学校 組織 ・教師集団 の 結果 は ， 比較 的多

か っ た シ ン ポ ジ ウ ム の 件数 に よ る とと と も に ，近年の 学

校の あ り方を さ ら に深 く考え る機運が芽生 え て き た証左

と も考え られ る 。

　教師の カ テ ゴ リ
ー

を下位領域 に 分類 して 昨年度 と 比較

し て み る と ， 教師の 行動
・態度 ・認 知 が 7 件 ， 教 師の職

能発達が 10件 ， 教師 の ス ト レ ス ・適応が 2件 ， 教職志望 ・

教育実習が 6件で あ り ， 教 師 の行動 ・態度 ・認 知 ， 教師

の 職能発達 は，依 然 と して 研究者 の 関心 が 高い こ と を示

して い る。

　 授業の カ テ ゴ リーで は ，協同学習 ， 学習動機づ け の テ
ー

マ は著 し く減 少 して い る。 こ れ は ， 本稿 で の 選択基準 に

合わ せ た た め で あり， こ れ ら に 関す る発表数自体は今年

度 も か な り多 く， 教授 ・学習部門に掲載 さ れ て い る。ま

た ， 教科学 習 の 概 念獲 得や社会的 ス キ ル の 修得 な ど を 主

テ
ー

マ とす る研 究 も，教 授 ・学習部 門に多数掲載 さ れ て

お り ， 話合 い 活動 で の 相 互作用 や コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン に

言及 し て い る も の も か な り多 く見 ら れ る 。 授業や 学習場

面で の コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン 研 究 は ， か な り関 心 を持 た れ

て い る テ
ー

マ で あ る と い え よ う 。

　 ソ ーシ ャ ル ・サ ポ ー
ト （ピ ア

・
サ ポ ー

トを含 む ） は ， 昨年

度か ら設定 された テ
ー

マ で ある。学校心理学 な ど他 の 部

門 と重複す る お そ れ も あ っ た が ， 児童生 徒の 適応 ・過剰

適応 の 問題 を検討 し よ う とす る 近年 の 動向を紹介す る た

め に掲載 し た 。

　 進路 ・キ ャ リ ア の カ テ ゴ リーは ， 近年社会心理 学部門

で か な り 多 く発表 さ れ て い る 。しか し，本稿 で は学級集

団で の対人 関係 と形成過程 に焦点を 当て て い る た め，詳

し い 分析は 他誌 に 譲 る こ と と し た e

　総会発表論文 は ， 発表後 ， さ ら に ソ フ ィ ス テ ィ ケ
ー

ト

さ れ た 形 で学会誌 に掲載 さ れ る こ と が 多い
。 ま た ， シ ン

ポジ ウム の 形 で 当該研究 の 動 向が提示 さ れ る場合 も あ る 。

し た が っ て ，単年度ご と の 発表論文数の 多少は，あ ま り

大 き な意味を持た な い か も し れ な い が，直近 の 研究成果

や動向 を示 す も の と し て は 重 要 な意味を持 っ て い る と い

えよう。

　今回 の 第50回総会 の 発表論文 の 動向を要約 す る と，教

育三 法の 改正 や 学習指導要領の改訂 に伴い ， 学校教育 の

あ り方や教師 の 職 能開発 ， 教 師 の 個人 レ ベ ル の 行動や 態

度が 児童生徒 の 認知 に 及 ぼ す影響 に 関す る研 究 テ
ー

マ が

多 く見 られ ，教師の教育観や教育 の 意味を再吟味 ・再学

習す る方向性が示唆さ れ て い る 。 ま た ， 児童生徒に関す

る研究 で は ， 社会 的 ス キ ル 研 究 や い じ め の 研 究 が
， さ ら

に は，社会的動機 に 関す る研究が 比 較的多 く発表 され ，

学級集団形成過程 の 研究 の 重要性が指摘さ れ続け て い る

と い え よ う 。 協同学習に関す る研究 も近年盛ん で あ る が ，

そ の 多 くは 教授 ・学習部 門 で 発表 さ れ て い る。

　 II．学級集団に おけ る対人関係 （教 師 ・児童生徒 ・保護 者 ）

　 こ こ で は ， 総会発表論文の 動向で は除外 した教授 ・学

習部 門や 臨床部門な ど に 掲載さ れ て い る学級集団形成 に

関す る論文 も取 り上 げ ， 動向分析の 対象 と し た 。

1．教師の職能発達 とス トレス

　教 師 の職能 の 発達 に 関 して は，個 人 レ ベ ル の 職能発 達

と，集団 レ ベ ル の 職能発達 の 両面か ら研究が 進め られ て

い る n 個人 レ ベ ル の職能発達は ， 教師自身が 自らの経験

や価 値観 ある い は目標に 基 づ い て，自発 的 に 子 ど もの 教

育や支援 を行 う教育活 動 と結び つ い て い る 。 集団 レ ベ ル

の 職能発達 は ， 異な る職能 を持 つ 教師同士 や保護 者 ， と

き に は学校心理 士 や 校 医 な ど が チ ー
ム を編 成 し，協働 し

な が ら共通 の 課題解決 に あた る教育活動か ら生 ま れ る 。

　淵上 （2008，研 究委 員会 企 画 シ ン ポ ジ ウ ム 3）は ，
こ れ らの 職

能発達 に っ い て ， 「組織 と し て の 学 校 の 力 量 を高め て い く

た め に は ， 個業 型組織 か ら協働 型組織 へ の 転換が 求 め ら

れ て い る 」 と述 べ
， 教職員の

．
協働型教育活動お よ び研究

の 構築 の 必要 性 を指摘 して い る。

　  　個人 レ ベ ル で 培 わ れ る 職能発達

　 中谷 （2008，研究委 員 会企 画 シ ン ポ ジ ウ ム 3）は，近年 の 個人

レ ベ ル の 教職 員 の 自発性 の 研究 を ，   動 機づ け の 自律性

の 概 念 ，   教師 の 自律 的動機 づ け，  教 師 の 動機 づ けか

ら生徒 の 動機付け へ 　　自律的動機づ け の 般化 ，   教師

の 自律性の 困難 さ， か ら論 じて い る。

　 坂本 （2007 ＞ は ， 現職教師の 授 業力量 の 形成 要因 とし
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て ， 2000年以降の 口本 と米 国で の 研 究を詳細に検討 し ，

現職教師の 学習 を，  授業経験か ら の 学習，  学習 を支

え る学校内の 文脈 ，   長期的な成長過程 ， の 3 つ の観点

か ら包括的に捉え て い る 。 そ し て ， 学習 の 中核 を 授業 経

験 の
“
省 es　Creflecti・ n ）

”
に あ る とし ， 当該教師の省察 と授

業観 との 関連や 知識形成 と の 関係 の 重要性を指摘 して い

る 。 学校内の 文脈に つ い て は ， 教師同士 の 葛藤を 通 し た

相互作 用 （話 合 い ）や 校 内研 修で の学習 ， 同僚性の 形 成が

示唆され て い る。長期 的な成長過程 として ， 授業実践 の

個別化や 適応的成熟者 （adaptive 　expert ） と して の 発達を

遂げ る こ と を 示 し て い る 。

　教 師 の 「学 びの 過程」 へ の ア プ ロ ーチ と し て ，丸野

（2007， 自主 シ ン ポ ジ ウム E2）は ， 教師 の 「学び過程」に つ い

て ，   認知 レ ベ ル と行為 レ ベ ル に は タイ ム ラ グ が あ り，

  子 どもの学び の過程 と不可分な関係に あり 「一つ の シ

ス テ ム と して 機能す る 」，   適応 的 な メ タ認知 を育む 良

き学びの 場 で あ る こ と
， を指摘 して い る。

　学校 の 管理職が教師 に 求め る職能 に つ い て ，淵上 （PA2

−08） は ， 学校管理 職の対教師評価観の認知構造 に 関す る

調査研 究 を報 告して い る。校長 に つ い て は ，

一
般的 な 教

師の 組 織活動 とは別 に ， 細 か な校務 の 処理 に関す る評価

や学習指導能力に 関す る評価 の 因子 が 独 自に 見 られ ， 校

長 の 教師評価 は教頭 に比べ よ り多次元 的で あるか もしれ

な い 。また，教頭 の 評 価 に つ い て は ， 子 ど も ・教職 員 ・

保護者な ど の 学校組織 の 内部事 項 と関連 した 日常の具体

的人 間関係 に関す る活動を軸 に ，教師評価 を行 っ て い る

傾 向が あ る と述 べ て い る 。

　田 中
・中谷 （PD2 −

／8） は，学級 づ くり期 に お け る教師 の

学級経営観 の 変遷過程 に つ い て ユ ニ ークな研究を行 っ て

い る。小学校 6 年生 の ク ラ ス で の 18時間 に 及 ぶ 縦断的観

察 記録 を基 に ベ テ ラ ン 教師の発話分析を行 い ，   学級開

き期 に は，指導上 困難 を抱え る児童 へ の 発 言が 目立 っ た

が ， 学年末に近づ くに っ れ て 減少す る傾 向 が 見 られ ，  

学級 会 で の 発 言 に 見 られ る教師 の 信念か ら は，「変化」 と

い う言葉を軸 に ，「子 どもの 爆発的な成長や 変化」を遂げ

る環境 づ くりが教 師の 責務 と な っ て い る こ と が 示唆 さ れ

た と述 べ て い る 。

　弓削 （PE2−02）は，小学校 教師を対象 に ， 教師に 期待さ

れ る矛盾し た 指導性 の 統 合化 に つ い て 調査研究 を行 い
，

「コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン と して の 理解度」厂突 き放 し」「自律

性を 生 か し た 指導」 「教 師 と し て は 口 出 し を し な い 」「追

い 込 む」 の 5 因子 を抽 出 し て い る 。 ま た 遠 矢 （PE2 −06）

は ， 教 師 の 学級経営 の 持ち味 に っ い て ，小 ・中 ・高校 の

教師 を対象 に ，「け じ め と 統率力」「子 ど も の親近性 と快

活 さ 」 「問題 の 共 有 と同僚性」「軽度発達障 が い の 理解 と

対応」「
一

人 ひ と り の 受容 と安 心感 」「非社交的な 子 ど も

との 関わ り」「緊密な コ ミ ュ
ニ ケ ーシ ョ ン 」な どの 因子 に

関す る校種 間 の 比較を行 い
， 興味深 い 報告を し て い る 。

　  　集団 レ ベ ル で 培われ る職能発達

　淵上 （2008，研 究 委 員会 企 画 シ ン ポ ジ ウ ム 3）は ， 学校組織の

現状を踏 ま え な が ら ， 集団 レ ベ ル に お ける自発性 の 構築

と深 く関 わ る 要因の
一

つ と し て 「集団効力感」 に 焦 点を

当て
， 教師集団 の 効力感 が及 ぼす効 果は ，   組織活動 ・

校務分掌 ，   教育 目標 ・教科指導 ，   生徒指導 ， の 3 つ

の構造か らな る こ と を明 らか に し，教師集団 の 効力感 を

高 め る 要 因 と し て ，   職務に 関す る 個 の 自主 性 を集団 の

自主性へ と結 び つ け る方策 ，   教師の 人間関係に お け る

心理的 な 支 え合 い と認 め合 い
，   直接業績に結び っ か な

い 教職員の評価が で き る ア セ ス メ ン ト能力 の 開発 ， を挙

げ， こ れ らに つ い て 討論 し て い る 。

　上村 ・石隈 （2007） は ， 保護者面談に お い て教師が保護

者 と の 連携 を構築 す るプ ロ セ ス
，

お よ びそ の特徴を明 ら

か に し て い る 。 修正 グラウ ン デ ッ ド・セ オ リー。ア プ ロ ー

チ （コ ン テ キ ス トを重 視 し た 会話 分析 で あ り，分 析焦 点者 を 設 定

し ， その プ ロ セ ス を分 析す る技法）に よ る教師の発話分析の結

果、  教師 の行 う保護者面談 は ， 教師が 自分 自身 の 対応

を振 り返 り，対応策 に つ い て 積極的 に 提案す る特徴が あ

る 反 面 ， 問題 や 目標設定が 曖昧 に な る特徴が あ り，   教

師 と保護者が共通理 解を図る プ ロ セ ス は，保護者の 理解

や 方針 を 受 け入 れな が ら ， 教師が 自分自身の 理解や方針

を修正 す る プ ロ セ ス であ り， 保護者 との連携構築 に お い

て は こ の よ う な教師 の 変容 が 鍵 に な る こ と を指摘 し て い

る。

　特別支援教育で は ， 普通学級の担任教師以上 に集団 レ

ベ ル で の 職能の 発達が求め られ る 。 小泉（2UO8，研 究委 員 会

企 画 シ ン ポ ジ ウ ム 3） は
， 学校外の 組織 ・機関 と の連携に お

け る教職員の 自主性の 開発 を取 り上 げ，  特別支援教育

コ ー
デ ィ ネータ ー教員   07 年 4 月 か ら各学 校に 配置）に よ る

研修会の計画 的開催 ，  各 学校の 取組み状況 に 関す る情

報交換 ，   各学校 の 取組 み 状況 の 確認 と促進 ， な ど の重

要性 を指摘 して い る 。

　遠藤 （2008）は
， 特殊学級教師の 指導行動 の 変容を促 す

介入 と し て ， 「放課後支援 」 を実施す る学生支援 ス タ ッ フ

の 指導場面 を 評価対 象 と し，当該 の 教師へ の 2種類の 間

接的 フ ィ
ー ドバ ッ ク 曙 面 に よ る フ ィ

ードバ ッ ク と ビ デ オ に よ

る フ ィ
ー

ドバ ッ ク ）を実施し て い る。そ の 結果 ， 教師の指導

行動 は肯定的に 変容 し，対 象 と な る 生徒 の み な らず， 他

の 生徒 も積極的 に 授業 に参加 す る効 果 が 得 られ た と 報告

し て い る
。

　また ， 幼少連携 の カ リキ ュ ラ ム 開発プ ロ ジ ェ ク トや
“

小

1 プ ロ ブ レ ム
”

の 問題 に 関 し て も ， 教 師集団間 の 連 携 の

必要性が指摘さ れ て い る 。
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　菊池 （2008）は ， 幼稚園か ら 小学校 へ 入 学す る 際 ， 子 ど

も た ち が ど の よ うな プ ロ セ ス を経 て 移行 して い くの か を

学校発達的ニ
ッ チ理論 に 基づ き検討 して い る。ニ ッ チ理

論 と は ， 学校内の 物理 的場 面 ・子 ど も の 指導慣行 ・教 師

の 心理 の 3 つ の 側面か ら対象児を比較検討す る分析方法

で あ る。 5 人 の 小学校 1 年生の 児童を対 象 に ， 小学校入

学後の 4 月 を 中心 に 9 ヵ 月間，週 1 回 の 割合 で 観察 し ，

併せ て幼稚園の 年長組 の 担任 と小 学校 1 年生 の 担任教 師

に イ ン タ ビ ュ
ーを実施 し ， 「移行期に 問題行動を起 こ し や

す い 子 どもの 学校発達的 ニ ッ チ期 問 で は，相互調節 の 仕

方が 異 な り， 相互調 節の 積極性 の 差 異 が 問題行動 の 生 じ

や す さ と関連 し て い る 」 と述 べ て い る。

　（3） 教師の職務葛藤 と ス ト レ ス

　教師間 で お よび児 童生徒 と の 相互 作用 の 中 で 生 じ る 職

務葛藤 とス トレ ス の 問題 は，学校社 会心理学 と深 く関連

し て い る領域 で あ る と考 え，本稿 で の 動 向分析 の 対 象 と

し た 。

　高木 ・淵上 ・田 中 （2008 ） は ， 教師 の 職業 ス ト レ ス を改

善す るた め に ，ス トレ ス 制御方 法 の 議論 に つ なが る要因

を取 り上 げ，そ の ス ト レ ス 制御 効果 を検討 し て い る。教

師の ス トレ ス制御要因 と し て職務葛藤 と職業生活で 有効

な キ ャ リ ア 適 応力を取 り上 げ ，
ス ト レ ス 反 応 の 測 度 と し

て ，
Burnout　Inventoryを基 に 独 自の 行動 ス トレ ス 反応

の 質 問項 目 を 作成 し て い る。現 職教 師 3，701名 を 対 象 に

分析 し た 結果，  職務葛藤 は各年代 で ス トレ ッ サ ーと

な っ て お り ，   キ ャ リ ア 適 応力は ， 特 に 40代の 教師に お

い て ス トレ ス抑制効果が見 られ た と述 べ て い る。

　藤原 ・古市 ・松岡 （PGI −41＞ は ， 小学校教 員の ス ト レ ス

反応 に 及 ぼ す ス トレ ス 関連諸要因 の検討を行 っ て い る 。

そ し て ，   「管理 職」「生徒指導 」に関す る ス ト レ ッ サ ー

が高 い 者は ， す べ て の ス トレ ス 反応 が高 い ，  「生徒 指

導」 に 関す る 自己効 力感 の 高 い 者 は，す べ て の ス トレ ス

反応が低 い ，   「FI避的」 コ ーピ ン グ を と る者 は ， す べ

て の ス ト レ ス 反応が高 い
，   「職場 」で の 情緒 的 サ ポー

トが 高い 者 は ， す べ て の ス トレ ス 反応 が 低 い ，と す る結

果 を 報告 し て い る 。

　 宮下 （PGI −4Z！は，小 ・中学校 教師 の バ ー
ン ア ウ ト傾向

に 関連す る 要 因の 検討 を行 い
，   多様 な業務 の 労働過多 ，

保護 者 ・生徒 へ の 対応 の ス トレ ッ サ ーが 強 い と情緒的消

耗感 は高 ま り，管理職 や同僚 か ら の サ ポ ー
トが あ る と情

緒的消耗感 は 抑制 さ れ ，  上司 や 同僚 と の 葛藤 が高 い と，

個人的達成感 は高 ま り ，   バ ーン ア ウ トの 情緒的消耗 感

と個人 的達 成感 の 後 退 に 及 ぼ す要因 は そ れ ぞ れ 異 な り ，

予防を考 え る た め に は異な る ア プ ロ ーチ が 必要 で あ る ，

と述 べ て い る。

　 こ れ ら の 研究以 外に ， 村上 （PGI −43）の 「初任教 員 の ス

トレ ス 及 びその 対処法 と，メ ン タ ル ヘ ル ス と の か か わ り

に関す る研究」， 岡本 ・網谷 〔PGl −44）の 「発達障害 の あ

る児童 に関わ る 通級学級の 担任教師の ス ト レ ス 」，上 村・

吉田 （PG1 −45）の 「知 的障害 施設 で 働 く援助者の ス ト レ ス

認知一
曖昧な状況 で の 耐性 と の 関連一一

」 な どの 興味深 い

研究が 報告さ れ て い る 。

2．学級で の 教師 と児童 生徒

　（1） 教師 の 態度 と 児童生 徒 の 学級適応

　 これ ま で の 多 くの 研究で ， 児童生徒 の 非社会 的 ・反社

会的行動 の 生起 に教 師の 態度 や 評 価が関連 し て い る こ と

が 検証 され て い る。こ こ で は ， 信頼感 や指導ス タ イ ル な

ど の 要 因 と の 関連 に 言及 し て い る 研究 に つ い て も概 観す

る 。

　中井 ・庄司 （zoo8） は ， 思春期 に お け る特定の 他者 と の

信頼関係 の 重要性 を踏 まえ，中学生 の 教師 に 対す る信頼

感 と学校適 応感 との 関連 を 検証 し
，   教 師 へ の 信頼感は ，

「教師関係」の 適応だ けで な く，「学習意欲」 「進路意識」

「規則 へ の 態度」「特別活動 へ の 態度」 な ど と関連し， 

教 師 に対 す る 「安 心感」 が，最 も多 くの 学校適応感 に 影

響 を及 ぼ す こ と，を 示唆 し て い る。また，中井 ・庄司 （PE2

05） は ， 中学生 の教師に対す る信頼感 と教師 ス キー
マ と

の 関連 に つ い て ， 教師 ス キ ーマ と し て 肯 定的 な 教 師 ス

キ
ー

マ を抱 い て い る こ とが ，生徒 の 教師に対 す る信頼感

に プ ラ ス の 影響 を 及 ぼ す可能性 が あ る と述 べ て い る 。

　西野 （2007）は ， 学級で の 疎外感 と教師の 態度が 不安 ・

抑 うつ ・引 き こ も りな ど の 情緒的 な問題行 動 に 及 ぼ す 影

響 と自己評価 の 役割 に つ い て 検討 して い る。小学校 6年

生〜中学校 3 年 生 を 対象 に 質問紙調査 を実施 し
， 「学級 で

の 疎外感」と 「教師の態度」の 先行要因か ら 「自己評価」

を介在 して 「情 緒的な問題行動」 に 至 る モ デ ル を提唱 し，

多母集団 の 共分 散構造分析を実施 した結果 ，   情緒的な

問題行動 は ， 学級で の 疎外感 と自己 評価が 直接影響 を 及

ぼ して お り，   自己評価 は情緒的 な問題行動 を抑制 す る

方向 に 働 き，  教師の 態度は情緒的な問題行動を引き起

こ す規定要因に な ら な い こ と ， を見出し て い る 。

　 ま た ，教師 の 指導 ス タ イ ル と 児童 の 教 師認知
・
学級活

動 に関す る研究 もい くつ か 報告 さ れ て い る 。 藤原 ・大木

（PE2 −07） は，　 PM 型指導類型 に対す る児童 と教師の認知

に関し て
，

ス ク ール ・モ ラ ール と学級 イ メ
ージ との 関係

か ら検討 して い る。調査対 象 は ， 小学校 5 〜 6 年生 の 児

童 と担任教師 で あ り，  PM 型 指導類型 の 教師 は ， 児童

との 認知 の ズ レ が 最 も少な く，彼 らか ら最 も高 く評価さ

れ て い る こ と ，   Pm 型 の 教 師 の ク ラ ス は，ス ク
ー

ル ・

モ ラ ール や 学 級 イ メ
ージ が 相対 的 に 低 い

， と す る結果 を

報告し て い る 。

　 教 師 の 生 徒認 知 に 関 す る 研究 と し て ， 都丸 ・庄 司 （pc1
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一38）は，「中学校教師 の 生徒認知 の 特徴 と，生徒 と の 関係

に お け る悩 み に対 す る教師支援 の た め の 教師用 RCRT

の 活用」 の 研究を報告 し て い る 。

　  　児童生 徒の 問題行動 と教師の 介入

　児童生徒 の 問題行動 に 教師が ど の よ うに 介 入 す る か は ，

学級経営上重 要な 問題 で ある。

　竹村 〔2008 ） は ， 通常学級 に お け る 「問題行動 」をめ ぐ

る教 師 と児 童 との相互作用 に つ い て ， 教 師の評価に焦点

を 当て て 問題行動 の 検討 を行 っ て い る。小学校通 常学級

の 担 任教師か ら得 られ た 資料 を も と に ， 「問題性評 価尺

度」 （影 響 「生評価 対 処 可能性評 価 の Z 因子 で 構 成） と 「対処行動

評価尺度」 （問題解 決志 向・支援希求志 向・情動軽 減志 向の 3 因子

で 構成） を作成し ， 通常学級 に お け る児童の 「問題行動」

に対す る教師へ の介入 を行 い ， これ ら の 尺度を基 に 教師

評価 の 変化 を測定 して い る。そ の結果 ，   教師へ の 介入

後 に対処行 動評価の 類型 に 変化 が ，   フ ォ ロ ーア ッ プ期

に は教師の 問題性評価 の 類型 に 変化が ，示 さ れ た と 報告

して い る 。

　加藤 ・大 久保 （PA1 −44） は ， 「小学校高学年に お け る 問

題行動及 び集団 の 荒 れ に 関す る 基礎研究」 と して 調査研

究 を実施 し，   問題行動 を起 こ す 児童の 特徴を，学校生

活 へ の感情 ・教師 との 関係 ・親子関係 ・不良少年 へ の 評

価か ら比較検討し，  困難学級 の 児童 は ，親 子 関 係 に問

題 が あ り， 「掃除場面」で も教師か ら 不公平 な指導 をされ

て い ると認知す る頻度が高い とす る結果を報告 し て い る。

　本田・佐 々 木 （2008）は ， 「小学 1 年生 の 学級づ く りに関

す る担任教師か ら児童 へ の 個別 的行動介入 の 効果 」を ，

問題 エ ピ ソード分析に よ り検討 して い る。 4 月か ら 5 月

の 22日間を，べ
一

ス ライ ン 期 （3 口間） と介入期 四 日間）

に分 け， 7 月 ・9 月 ・11月 の各 3 日間を フ ォ ロ ーア ッ プ

期 とし， 教 師 と児童 の行動を記録 ・分析 し て い る。問題

エ ピ ソードの 基準 は ， 離席 ・私語 ・騒音 ・他児 へ の 不必

要な干渉で あ り，教師 の 介入 ス キ ル は ， 言語的ス キ ル ・

非言語的 ス キ ル ・環境操作 ス キ ル で あ っ た。そ の 結果 ，

  問題 エ ピ ソー
ド数 は教師の 複 数カ テ ゴ リーか ら の 介入

に よ り有意 に減少し
，   担任以 外の 複数の教師か ら の介

入 も効果的で ある，  教師の プ ロ ン プ ト駐 意 を促す言葉 か

け）は ， 質 や タ イ ミ ン グ ，
フ ィ

ードバ ッ ク方法の 改善に よ

る効果が大 き い ， こ と を指摘 して い る。

　児童生徒 の 問題行動 に 対 す る教師 の介入 に 関 し て は，

園 田 ・秋光 （PA1 −30）の 「校内適応教室 に お け る 支援活動

と連携 活動 の 関連」， 財津 ・遠矢 （PAI −29） の 「対 人 関係

に 困難 を有す る 児童 と そ の 周辺児 の 関係 を「つ な ぐ支援」

に関す る研 究」 が 報告 さ れ て い る。ま た，特別 支援教育

と の 関係か ら，石 橋・林 （PA1 −31） の 「特別な支援を必要

とす る子 ど もの 教育 に 関 す る研究（4）一小学校 に お ける支

援 を必 要 と す る児童 と担 任教諭 と の 関わ り の 事例研 究
一

」， 亀 山・林 ・石橋 （PAI −32，　 PAI −33） の 厂特別支援教育

に 関す る研究（1），   」な ど が報告さ れ て い る 。

3 ．児童生徒間の 相互作用

　児童生徒は，学校 で の 生活 や 学習場 面 で 起 こ る様々 な

問題 を ， 彼 ら同士 の協同的な相互作用 を通し て解決 し，

自らの 成長 の 糧 と して い る 。
こ こ で は ， 仲間か ら の 「い

じ め」 と そ れ の解決 に 向け て の ソー
シ ャ ル ・サ ポート，

学校 へ の 適応 の 過程 ， 自己 理 解の た め の 自己 知覚尺度作

成の 試み 等 に関す る研究の 動 向を検討する 。

　（1） 仲間 か ら の 「い じ め」 と ソーシ ャ ル ・サ ポー ト

　三 島 （2008）は ， 小学校高学 年の 頃親 し い 友人か ら受 け

た 「い じめ」が ， そ の後の学校適応や 友人関係 な ど に 与

える影響 に つ い て ， 約2， 0 名の 高校生 を対象に し た 大

規模な資料か ら検証 して い る 。 そ の結果 ，   「い じ め 」

体験は女子 の方が 多 く，  高校生 に な っ て か らも学校不

適応感 を よ り強 く持ち ，   友人 に 対 し て も不安 ・懸念が

強 く，   進学す る 高校の進路選択の相談な ど に お い て も，

小学校高学年 の 頃 ， 親 し い 友人 か ら受け た 「い じ め 」 の

影響が現れ て い る ， こ と を示 唆 して い る。

　大西 ・岩崎 ・葛西 ・水野
・武藤 ・鶴 田 ・吉田 （PD2 ．08）

は，「関係性 い じめ」を抑制す る 要因の検討 を，小学校 5
〜 6 年生 の 児童を 対 象 に 実施 し て い る 。 その 結果 ，   関

係性い じめ に否定的で個人規範の高い 児童 ほ ど， 自分 の

仲間 は い じめ を行 わ な い と認識 し，  所 属す る 仲間集団

で 直接的 な怒 り表 出 の 頻度の 高い 児童 ほど，仲間の加害

傾向を強 く認識 し
，   仲間集団 の 共感 ・援助ス キ ル が 高

い 児童 ほ ど， 関係性 い じ め に 否定 的な個人規範を持 っ て

い る， と 指摘 し て い る 。

　「い じ め」 や対人 関係 に お け る悩 み の相談行動に 関す

る研 究 も ， 悩み の 種類 や 支援 を求 め る対象 と支援過程等 ，

様々 な面 か ら検討さ れ て い る 。 永井 ・新井 （20U7）は ， 中

学生の 友人 に 対す る相談行動 を， 問題 の 程度 ， 学 校生活

満足度お よ び 相 談行 動 の 利益 ・コ ス ト と の 関連か ら検討

して い る 。 相談行動の利益 ・コ ス ト尺度 を作成 し ， こ の

尺度 へ の 評 定結果 を共分散構造分析 し て い る。その 結果 ，

  相談行動 の 高さ に は 相談実行 の利益 と問題 の 程度 の 高

さが関連 し て い る が ，   相談実行 の コ ス トは相談行動 と

関連 して お ら ず，  心 理 ・
社 会 的問題 の 相 談行動 の 高 さ

に は相談 回 避 の コ ス ト高 さ が ，  相談行動 の 低 さ に は相

談回 避利益 の 高 さ が 影響 し て い る ， と す る知見 を見出し

て い る。

　谷 口 ・田 中 （20es） は ， 小 ・中 ・高校生 の 友人関係に お

け る サ ポ ートの 互 恵性 と精 神的健康 と の関係を ， 交換 志

向性 値 接的な 互恵性 を志 向 す る個人 的傾 向）の 調整効果 か ら検

討 して い る 。 友人 関係 の 互 恵性 ，
ス トレ ス 反 応 と 2種類
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の 交換志 向性 （利 得不 足志 向性 と 利得 過剰 志 向性 ） に 関 す る質

問紙調査 を実施 した 。 そ の 結果，  高校生で は，利得不

足志向性は サ ポ ー トの 互 恵性 と抑 うつ 的な感情 と の関連

性 に 調 整効果 が 働 き，若干 あ る利得不足状 態 で は ， 利得

不足志 向性が 高 い 者 の 方が 抑 うつ や 不安 が 高い こ と
，  

利 得不 足志 向性の 調整効 果は年齢 と と も に 高ま り ，   利

得過剰 志 向性 の 調整効 果は
， 小 ・中 ・高校生 の い ず れ の

段階で も認め ら れ な か っ た ， と す る知見 を提供 し て い る。

　山本 ・氏家 ・二 宮 ・五 十嵐 ・井上 （PII1−11） は ， 中学生

の 社会的行動 に つ い て の
一

連 の 研究 （PH ユ
．．
ユ2，　 PH ⊥ L3）の

中 で
， 全体 的 な 自己評 価 と嫌 い な出来事 に

，
ソ ーシ ャ ル ・

サ ポ ー
トが与 え る影響に つ い て 検討 し て い る 。 そ の 結果，

男子 は ソーシ ャ ル ・サ ポー トを 知覚 し て い る ほ ど ， 友だ

ち 関係 で 嫌 な こ と が あ っ て も全体 的 自己価値に 影響す る

こ とが 少 な い と述 べ て い る。牛山 ・岡部 ・並木 ・弘島 ・

吉川 （PD2−04〜PD2 −07） は ， 中学生へ の ピ ア
・サ ポ ー

トプ

ロ グ ラ ム の 試み （1〜IV） に 関 す る
一

連 の 研究 の中で ， 全

6回 の プ ロ グラ ム の 意味 ， 学年 に よ る 自由記述 ， 居場 所

に つ い て ，プ ロ グ ラ ム の 理解度 ・面 白 さ ・発言 に つ い て

検討 し ， 実践的で興味深 い 研究 を実施 し て い る 。

　落合 （PH1 −10）は ， 中学生 に お け る 自尊 感情 と情緒的サ

ポ
ー

ト との 関連 を検討 し，   学年差 はある もの の ， サ ポー

トを提 供す る こ とが 自尊感情 を 高 め
，   母親 と の 情 緒的

っ な が りが 自尊感情の高 さ と結び つ い て い る ， と述べ て

い る 。 ま た ， 西 本（PA143 ）は ， 学級に お け る ピ ア ・プ レ ッ

シ ャ
ーの 概念 とそ の 実態 に 関す る研究 （1）の 中 で ，

ピ ア・

サ ポ ー
トの 重 要性 を指摘 し，所 属集団 か ら の 不承 認 ・拒

否 ・非難を恐 れ て サ ポー ト対象に 同調す る ピ ア ・プ レ ッ

シ ャ
ーの 存在 を提唱 して い る。ま だ 実 証的な研究 に ま で

は発展 して い な い が ，示唆 に 富む研究領域で あ る 。

　   　学校 へ の 適応 ス タ イ ル と ス ト レ ス

　 学級の仲間に 自分の 考えや行動 を積極的に ア ピール し ，

相手 の こ こ ろ を傷 つ けず に 上手 に 適応 す る 技法 の
一

つ に

ア サ
ー

シ ョ ン 技法 が あ る 。 社会的 ス キ ル 訓練 の 技法 の
一

つ と し て 注目 を 浴 び て い る。

　 吉村 （2007） は ，中学生 の 対入行 動 の ス タイ ル と 学校 へ

の 適応 を検討 し ， 次 の よ うな知 見 を提供 して い る。  積

極 的 な 自己 ア サ ーシ ョ ン と排他的な態度得点の 高い 者 ，

あ る い は ， す べ て の 因子得 点 の 高 い 女子 生徒 は ， 友 だ ち

や 学校 に 満足 して い た。し か し ，   対人行動 が 消極的 な

男子生徒 は 満足 し て い な か っ た 。   積極的な 自己 ア サ ー

シ ョ ン の 高 い 男子生徒 は，非常 に よ く勉 強 し て い た 。 

こ れ ら 3 つ の 対人行動 の 要因は ， 学校適応に大 き な影響

を及 ぼ して い る。

　 内田
・高橋 （PEI　d3） は ， 小学校 4 〜 6 年生 を対象 に

，

学級 集団 内に お け る 主張行動 と学級生活満足感 と の 関連

を検討 し て い る 。 用 い ら れ た 測度は ， 児童用主張尺度（濱

口，1994），向社会行 動尺 度 （菊池，1984），学級満足度尺度 （河

村 ・田 上，lY97） で あ っ た。  アサ
ー

テ イ ブ 行動 は ， クラ ス

メ イ トか らの 承 認感 を向上 さ せ る こ と に つ な が る，  主

張対象 に よ っ て 主張行動 を変 える 児童 の多 い ク ラ ス で は ，

ク ラ ス の 承 認得 点は有意 に低 く，非侵 害得点 は有意 に 高

い
，   仲の 悪 さ に もか か わ らず同じ態度で 自己主張 で き

る学級 は，児童 の 満足度 が 全体的 に 高 い
， とす る 知 見を

報告し て い る。

　安藤 ・新堂 （PA2 −14，　 PB1 −50＞ は，家庭裁判所 に在宅送

致 さ れ た 少年12名を対象に 「ア サ ーシ ョ ン ス タ イ ル に 関

す る心 理学的研究 C5）− VLP プ ロ グ ラ ム の 実施 に よ る社

会的視点取得能力 と ア サ ー
シ ョ ン ス タイ ル へ の 影響

一
」

と ， 6 名の 少年 を対象に 「ア サ ーシ ョ ン ス タ イ ル に関す

る 心理学的研究 
．一

非行少年に対す る VLF プ ロ グ ラ ム

実施後の 語 りか ら
．．
」 を行 っ て い る。VLF プ ロ グ ラ ム と

は ， 役割取得能力 醐 手 の 気 持 ち を推測 し，理 解 す る能 加 の 向

上 を目的に 開発 された教青 プ ロ グ ラ ム で あ る 。 プ ロ グ ラ

ム 実施 前 後 に
， 中学生 版社会 的視 点取得検査 と ア サ ー

シ ョ ン ス タ イ ル 測定尺度調 査 を 実施 し ，   非 主 張 的 ア

サ ーシ ョ ン と短絡的 ア サ ーシ ョ ン の 選 好 が 高 くな り ， 自

己 主張す る意識が高ま っ た ，   非行少年の社会 的視野 が

広 が り，
そ の こ とが ア サ ーテ ィ ブ ・ア サ ーシ ョ ン の 上昇

を促 し た ， と報告し て い る 。

　石津 ・安保 （2｛1衂 は ， 過剰適応傾向の概念 を 理論的に

整理 しなが ら ， 中学生 の 過剰適応傾 向が学校適 応感 とス

トレ ス 反応 に 与 え る 影響 に っ い て検討 し，  過剰適応 は

個人 の 性格特性 か らな る 内的側面 と ， 他者指向的 で 適応

方略 と．見なせ る 外的側面 か ら構成 さ れ，  過 剰適応 の 内

的側面 は学校適応感や ス トレ ス 反応 に ネ ガ テ ィ ブな影響

を与 え て い た が ，   適応 方略 と し て の 外的側 面 は学校適

応 を支え ス トレ ス 反応 に ポ ジテ ィ ブ な影響 を与 えて い る，

と述 べ て い る。石津 （PA1 −39＞は，過剰適応 と ソ
ー

シ ャ ル ・

サ ポ ートを ， 知覚 さ れ た サ ポー ト量 とそ の効果の 視点か

ら検討 し，  「自己不全 感」 は 父親 と 教師 サ ポ ー
トに 弱

い 負 の 相 関 が，  「期待 に 添 う努力」「人 か ら よ く思 わ れ

た い 」「他者配慮」 の 要 因 は，多 くの サ ポー
ト源 と弱 い 1E

の 相関を示 し た こ と を報告して い る。ま た
， 過剰適応傾

向が 高い 生徒は ， サ ポ ート量 は 少 な くな い が ， 不登校傾

向が サ ポ ー
トに よ っ て は緩和 さ れ な い 可能性が考え ら れ

る と し て い る。

　 中学生 の 学校 へ の 不適応 に つ い て ， 曽山 〔PFZ −es） は ，

中 1 プ ロ ブ レ ム に 関す る 調査研究 を ， 小学校 6 年生 と中

学校 1 年生 の 学級適応感の 比較か ら行 い
， ［総合的適応感

覚 」「友人関係 」「学業 態度」「心身不健康」に 関 し て 中 1

プ ロ ブ レ ム が実証 され た と し て い る 。 榎本 ・生稲 ・立野
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（PF2 −09）は ， 中学入学後 の 3年間に つ い て ， 友人関係 ，

対教師関係，学習意欲，進路意識，健康状態に 関す る縦

断的な調 査研究を行 っ て い る 。 ま た 藤生 ・藤生 （1’F2−10）

は，中学校 の 学級 に お け る Social　Ease （他 者 との 肯定 的 な

相 互作 用 か ら生 じ る 良い 雰 囲気 ） と学校不適応 と の 関係 を調

査 し，家族 ス ト レ ス ，抑 うつ ，不安な どが 負の 要因 と し

て働 い て い る こ と を見出 して い る 。

4 ．自己知覚や社会的動機 に 関する 尺度形成

　近年 ， 因子分析 ・分散分析 ・重回帰分析 ・共分散構造

分析な どの 尺度形成 に関わ る統計 的技法 が ， 急速な勢 い

で 開発 さ れ て きた。した が っ て ，ほ と ん どの ア ン ケ ー
ト

形式 の 調査研究は こ れ ら の 技法 を駆使 し て お り，社会的

動機 に 関す る研究で も ， 数多 くの信頼性や 妥当性の高 い

尺度が 形成 さ れ て き た 。

　（1） 自己知覚に関す る尺度形成研究

　 眞榮城 ・菅原 ・酒井
・菅原 （2〔｝07） は，バ

ーター （Hurter）

の 自己知覚理論に基づ く Wichstrom （1995 ）の 自己知覚尺

度を発展 さ せ
， 児童版 ， 青年版 ， 大学生版 に お ける 「改

定 ・自己知覚尺度 口本 語版」 の 作成 を試 み て い る。 

児童版 の 自己知覚尺度 は ， 学業能力評価 ， 運動能力評価 ，

容姿評価 ， 友人関係評価 ， 道徳性評価 ， 全体的自己評価

感 の 6 つ の 下位概念 を示す，そ れ ぞ れ 6 つ の 質 問項 目か

らな り，   青年版 自己知覚尺度は ， 学業能力評価 ， 運動

能力評価 ， 社交性 ， 親友関係評価 ， 異性関係 ， 容姿評価，

道徳性評価 ， 職業能 力 ， 全体的 自己評価感 の 9 下位概念

（そ れ ぞ れ 5項 目） か らな り，  大学生版で は，創造性評

価 ， 知性評価 ， 学業能力評価，職業能力評価 ， 運動能力

評 価 ， 容姿評価 ， 異性関係評価 ， 社交性評 価 ， 親友関係

評 価，両親関 係評 凪 ユ ーモ ア評価 ，道徳 性評価 似 上 は

それ ぞれ 4項 凵）で あ り，全体的自己評価感 （6 項 目）を提唱

して い る 。 ま た ， 尺度の信頼性 と妥当性 は オ リジ ナ ル の

版 と類似 して お り，日本語版 と して 十分妥当 で ある と述

べ て い る 。

　 自己 の領域 に分類で き る研究 と し て ，高坂 （2009） は ，

自己 の 重要領域 か ら見た青年期 の 劣等感 の 発達的変化に

つ い て ， 中学生 ・高校生 ・
大学生 を対 象 に 検討 して い る。

自己 の 重 要領域 と劣等感 と の 関連は ，   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

感 じ，  高校生 で は，対人魅力 を 重視 し身体的魅 力 の な

さ に 劣等感 を，  大学生 で は，自己承認 を重視す る よ う

に な る と友 だ ちづ くりに 劣等感 を感 じ る が ， 人間的成熟

を 重要領域 に す る と劣等感をあ ま り感 じな くな る こ とを

明 ら か に し て い る 。

　奥野 ・小林 （2007） は，中学生 の 心 理 ス トレ ス 反 応尺度

を構成 し ， 相互独立性 と相互協調性 との 関係 を検 討 して

い る。そ の結果 ，   言語的 主張の 高さ と ス トレ ス 反応 の

低 さ ，   評価懸念の 高さ と ス トレ ス 反応 の 高さ に 関連が

あ り，   相互協 調性優勢群 は ス トレ ス が高 く援助の 重要

性が示唆 され る ， と述 べ て い る。

　  　社会的動機 に 関す る 尺度形 成研 究

　井一．E・井一．ヒ （PA2 −48） は ， 中学生 の 学級に お け る居場所

感尺度作成を試み て い る。居場所 を 「自己 の 存在感 が実

感 で き，精神 的 に 安心 して い る こ との で きる場所」 と定

義 し，質問紙項 目を ，   学級 に お け る居場所感懍 ）（44・fi

目）
，   居場所 に 関す る ア ン カ ーチ ェ ッ ク項目（2項 目 ）

，  

学校適応感尺度 〔15項 目） （浅川 ・古 川 ・
檜皮 （2003）の 学校生

活 適応感 尺 度 か ら12項 目，古川 ・内藤 ・biJr［・高瀬 ・小 泉 （1986）

の 学校生 活適応感尺度か ら 3 項 目），   ロ ーぜ ン ベ ル ク （R ・ sen ・

be・g）の 自尊感情尺度 （ユ0項 日），   登校回避願望尺度 （3項

凵），本 間 （2000）の 登校回避願望尺度 か ら作成 し，内的整

合性 ， 併存 的妥当性や構成概念妥 当性 を検証 して い る。

　 上記以外 の 尺度形成 の 研究 に は，桂川 ・加藤 ・菅野

（PA1 ．36，　 PA1 −37）の 中学生 を調査対象に した 「「精神的充

足感 ・社会的適応力」評 価尺度 （KJQ ）と登校行動持続要

因 の 関連（1）， （2）」， 堤
・
小泉 （PA2 −45） の 「小学生版 自己

有用感尺度作成の試み」， 伊藤 （PC2 −02）の 「自己 ・他者

指向的動機 の 調整 ・統合過程 へ の 探索的研究  」な どの

興味深 い 尺度形成 に 関す る研 究が あ る。

5 ．協同学習 と学級づ くり

　 協同学習は ， ミ ネ ソ タ州立大学の ジ ョ ン ソ ン 兄弟 （D ．

Johnson，　 R ，　Johns。 n ） に よ っ て提唱 さ れ ， 日本で も 「班 づ

くり ・核づ くり」 に 替わ る小 集団学習形態 として 学校教

育で急激 に 普及 さ れ つ つ ある。基本理念 と して は，競争

や 個別学習で は な く， す べ て の 児童生徒に有益 な 「学び

合 い
， 教 え合 い 」の 民主的 な小集団教育を 目指 して い る 。

　 河村 （2eOS，自主 シ ン ポ ジ ウム HD は，「現在の 日本 の 集団

学習 を基盤 と し た教育 シ ス テ ム で ， よ り よ い 教育成果 を

目指す とき ， 教育 力の ある学級集団の育成が ， そ の 前提

条件 と な っ て い る」 と述 べ
， 学級集団の育成 を基 盤 に し

た学力向一ヒの 取組 み，通常学級 に お ける特別支援 教育 の

展開， 不登校 ・い じ め 予防の 取組み，等の 内容 を シ ン ポ

ジ ウム で 取 り上 げて い る 。

　 ま た ，中谷素 之 （2008，自 主 シ ン ポ ジ ウム Cl ） は
，

ピ ア ・

ラー
ニ ン グ の概念に つ い て，「こ れ ま で そ れ ぞ れ の 領域

で 研 究 が 進 め ら れ て き た 援助要請 ，
モ デ リ ン グ ， チ ュ

ー

タ リン グ ， 協同 （協働 と い っ た複数の テ ーマ か ら得ら れ

た研究知見を，友人 を介 し た学習過程 と し て 包括的 に 議

論 しよう」 と述 べ
， 協同学習過程に お け る学業的援助要

請 ， 協同構成過程か ら見た教室 の 中の 動機づ け プ ロ セ ス ，

ピ ア ・モ デ リ ン グ と勤機づ け と い っ た テ ーマ で
， 興味深

い シ ン ポ ジ ウ ム を展開し て い る。

　 奈田 ・丸野 （20e7） は，協同問題解 決場面 で の 知的方略
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の 内面化 の 過程を ，
ソ ース モ ニ タ リ ン グ エ ラ ー （エ ラーバ

イア ス ） の 生起 を内面化 の 指標 と し て 検討 し て い る。エ

ラ ーバ イ ア ス と は ， 協同で 課題解決学習を す る 際 ， 他者

の 下 した解決方法 を自分 が 下 した判 断 で あ る と間違 っ て

判断す る こ と で あ る。  協同活動場面 で エ ラ
ーバ イ ア ス

を多 く示 した者 ほ ど ， そ の 後の単独場面で の成績が 良 く，

協同場面 で の 知 的方略 が 内而化 して い る 。 ま た ，   彼 ら

は協同活動で 自己修正 方略 撮 終 判 断 を下 す 前 に 自分の 判「析を

吟味 ・修正 す る こ と） の有効性に気づ き ， そ れ を 取 り入 れ て

実行 して い く傾向が高 い と述べ て い る 。

　安藤 ・布施 ・小平 （2008） は ， 児童 の 積極的授業参加行

動 に 対 す る 動機 づ けの 影響 に つ い て ，自己決定理論 の 枠

組み か ら検討 し て い る 。 自己 決定理 論 と は，内発 的動機

づ け と外 発的動機づ けを自律性 （自己 泱 定 陶 と い う 1 次元

の 連続体上 に 位置づ け ， 統合的 に 捉 え る 理論 で あ る 。 積

極的授業参加行動の 測度は ， 注視 ・傾聴 ， 挙手
・
発 言 ，

準備 ・宿題 で あ っ た 。小学校 3〜 6 年 の 児童 を対 象 に 国

語 と算数 の 授業で 調査 ・分析 した結果 ，   内発的動 機づ

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 動機づ けは積極的授業参加行動 を抑制し

て い る 。   高 自律的外発的動機づ け は 「挙手 ・
発言」 と

関係 し て お らず ，   学 年 と方向性 の 変化 の 関連 は確 認 さ

れな か っ た ，
と述 べ て い る。

　Ik‘

．会発表論文集』で は ， ほ と ん ど す べ て の 研究が 教

授 ・学習部門で 取 り上 げ ら れ て お り ， そ の 数は 13篇に．ヒ

る。本稿 で は ， 代表 的な研 究 を数篇紹介 す る に とどめ る。

　小学校 の 「国語科」で は，佐 々 原 （PB2
−36）は，小学校

4 年の児童を対象に 「議論を中心 に し た 学び合い の研究

一議論 場面 に お け る 児童 の 他 者 の 意 見 の 引 用 を通 し て

一
」の 研 究 を発表 して い る。「総合的な学習 の 時間」の 学

習 で は ，岡田 （PB2 −37） は，1小 集団活動 を 通 し て の 児童

の段取 りす る力の育 ち と教師の か か わ り
一

状況論的 ア プ

ロ ーチ
ー

」の 発表 を行 っ て い る。中学生を対象 と し た研

究 で は，中西 ・村松 ・松岡 ・奥村 （PB2 −32） は， ロ ボ コ ン

作成 の た め の 2 泊 3 日 の 合宿 と 成果 発表会 で の 活 動 を

「集 団問題 解決 活動 に お け る 動機 づ けの 変容  
一

協力行

動 と他者指向 動機 ・達成感 との 関連
一

」 に ま とめ，報告

して い る。

　他方 で ， 協 同学習 の ポ ジ テ ィ ブな結果 に 疑問 を呈 し て

い る 研究者 も い る。町 （PH219 ）は ， 小 学校 3 〜 6 年 の 児

童 を対象 に ，小学生版
・
協同学習認識尺度 （長濱 ・安永 ・関

田 ・田 原，2007 ） を実施 した。児童 は 協 同学習 に つ い て 「協

同学習 は 得 か 損か 」 の 2 つ の 要素で認識し て お り ， 協同

学 習 に 抵抗 を示 す児 童 は ，「損 で あ る 」 と認識す る傾向

が 高い と報告 し て い る。

6 ．異文化間の 比較研究

　 目本 の 社会や経済 の 近代化 に伴 い
， 南米の外国人労働

者 や中国 か らの 帰国子女 ， 韓 国人 や東南ア ジ ア か ら の 労

働者が急激に増加 し，こ れ ら の 労働者 の 子 ど もの教育 に

注 目が 集ま っ て い る 。 ま た 同時 に ， 日本の 子 ど もた ち の

国際化 に 向けて の 「国際教育 」 も緊急 の 課題 と され て い

る 。 近年 ， 中国や韓国を中心 と した 日本 へ の 留学生 も増

加 し， 母 国 と日本 と を比較 す る異文化間研究が増加 し て

い る。

　東山 （20e8，自主 シ ン ポ ジ ウ ム F1） は，日本 と は異 な る文

化で 成長す る 日本 の 子 ど もた ち の 他者理解能力 を 「心 の

理論」 と捉 え， そ の 類似能力 の発達 ， 媒介要因や社会文

化的要因 と の 交互作 用 を検証 し よう と試み ， 日本の 子 ど

も に お け る 「心の 理 論」の発達の 遅れ，日本の 幼 児 に お

け る 「心 の 理論」 と実行機能 との 関連 ， 心の理論の発達

と関連要 因 に 関す る シ ン ポ ジ ウム を行 っ て い る。

　鈴木 （2008，自主 シ ン ポ ジ ウ ム A4） は ， 凵本 で成長 す る外

国人 の 子 どもや 日系国際児 （両親 の
一・

方が 日本人，他 方が外 国

人 の 子 ど も） に 焦点 を当 て
，

こ れ らの 子 どもた ち が家庭 や

学校，地域社会の 中で 抱え て い る様 々 な問題 を把握す る

と と も に ， どの よ う な教育支援を 必要 と し て い る か を 討

論 して い る。

　糟谷 （2007）は
，

ボ リビ ア共和 国の 異民族混合学校 で 日

系ボ リ ビ ア 人 と ボ リ ビ ア人の 子 ど も （1〜8 学 年） を対象

に ， 友 だ ち 関係の い くつ か の 側面 を 明 ら か に し て い る 。

研究方法 は，組織 的な参加観 察 ， 構造 化 ・半構 造化 され

た 面接法 ， 質問紙法 な ど で あ り，結果 と し て ，   エ ス ニ ッ

ク集団 の制度的分離は ， 集団間の 自発的分離 を促進 す る ，

  そ れ は集団内 に 生 じ た経験の 共有 を媒介 と し て い る，

  集団問の 自発的分離に は ， 偏見 や ス テ レ オ タ イプ以上

に 環 境要 因 が 影 響 し て い る ， な ど の 知 見 を 提供 し て い る。

　 『総会発表論文 集』 に は小学生〜高校 生 を対 象 とした

研究は 7 篇掲載 さ れ て お り，中国 ・韓国人の 研究者 の も

の が 大半で あ っ た 。 代表的な研究を概説す る と ， 趙 （PBI

−16） は，高校 に在 籍 して い る 中国 出身 の 女子生徒 6名 を

対 象 に 「進路指導 と自立 ・ジ ェ ン ダー意識一中国系ニ ュ
ー

カ マ
ー

女 子高生 を中心 に
…」 の 研究を 発表 し て い る。そ

こ で は ，   ジ ェ ン ダー意識 は
， 「伝統役割型」 「自立 型」

「二 重基準型」に分類で き ，   ジ ェ ン ダー意識形成の 規定

因 は タイプ ご と に 異 な り，「伝統役割型」で は来囗前の 生

活環境 が ， 「自立型」 で は親 〔母 ） の 生 き方 へ の 反発 が 規

定因 と な り ，   進路選 択に関 し て は ， 「伝統役 割型」の 参

加者は 大学進学 を断念 し
， 「自立型 」 は 親 か ら の 自立 を 目

指 し高卒後ア ル バ イ ト を行 い ，「二 重基準型」は親か ら条

件付 き で の 進学 が 許 さ れ た 事例 を 報告 し ， 受 け 入 れ 社会

（日本 ） の ジ ェ ン ダー意識 が 女子生徒 の 進路選択 に 強 い 影
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響 を与え て い る ， と結論づ け て い る 。

　崔・荒木 （PB2 −48，　PB2 −49）は ， 「中国吉林省長春市の 小

学生 に お け る学校内不安 の研究 （1−1）， （1−2）」を行 い
，

竹 尾 ・山 本 ・高橋 ・サ ト ウ ・呉 ・片 （PF1 −04，　 PFl −05）

は，「韓国 に お け る お 金 を め ぐ る子 ど もの 生活世 界 ：ソ ウ

ル と済州島（1），   」の 研究で ， お小遣 い の も ら い 方 ， 親

子関係 ・友 だ ち 関係 とお 金 ，
に つ い て 検討 して い る。

　 III．結　語

1 ．『総会発表論文集』で の社会部門を中心 とした研究

　動向

　相対的 に 多 い 研究 の カ テ ゴ リ
ーは ， 社会的 ス キ ル ・社

会性，教師 ， 自己 ・社会的動機 に 関す る研究で あ っ た。

次い で 多 い の が ， 進 路・キ ャ リア ， 学級適応 ， 学級組織・

教 師集 団，子 どもの 対人 関係 の 研 究 で あ っ た 。こ の 傾 向

は ， 前年度 ， 前々 年度 と ほ ぽ 同 じ もの で あ っ た 。 こ れ ま

で 『年報』 の 社会部 門で は 取 り．ヒげ ら れ な か っ た協同学

習に 関す る 研究が ， 近 年 ， 数多 く発表 され て い る 。 また ，

重回帰分析 ・パ ス 解析な ど の 統計的手法が比較的簡単 に

利用 さ れ ， ア ン ケ ート に よ る調査研究の研究精度が 向上

す る と と もに
， 様 々 な尺度 が提案 さ れ て い る 。

2．学級集団におけ る対人関係 （教師 ・児童生徒 ・保護者）

　 『教育心理学研究』『心 理 学研究』な ど 5種類の 学会誌

と 『総会発表論文集』の 教授部門や 臨床心理学部門等を

含 め ， か な り広範 囲 に学校 で の 児童 生徒の対人 関係を対

象 とす る 研究を考察 した。

　  　教師の職能発達 と ス ト レ ス

　（a）個人 レ ベ ル で 培わ れ る職能発達 ， （b喋 団 レ ベ ル で培

わ れ る職能発達，（c ）教師 の 職務葛藤 と ス トレ ス ，に 分類

し た 。 教師の職能発達は ， 長期的な成長過程 の観点 か ら

包括的 に 捉 え， 当該教師の省察 と授業観 と の 関連や 知識

形成 との 関係 を考 慮 す る必 要があ る 。 ま た ， 個業型教育

活動か ら協働型教育活動 へ の 転換や，それ らの 研究 の構

築の必要性が指摘 さ れ て い る 。 ス トレ ス コ ーピ ン グ と し

て，管理職 や同僚 か らの サポ
ー

トが情緒的消耗感を抑制

す る と す る知見 も提唱 され て い る。

　（2） 学級で の 教 師 と児童生 徒

　（a ）教 師の 態度 と児童生徒 の 学級適 応 ， （b＞児童生徒 の 問

題行動 と教 師 の 介 入 ， を取 り上 げ た 。教師 と の 信頼関係

は 児童生徒 の 学級適応を 促 し，「学 習指導」「進路意識」

「学級規 範 へ の 態度」 と密接 に 関連 し て い る とす る知見

もあ る。また，教師 の 指 導 ス タ イ ル と し て は ，pm 類型 よ

り Prn 指導類型の 改善 に 留意 し，で きる限 り子 どもた ち

に 「寄 り添 う」 こ とか ら生 まれ る 集団維持 （岡 機能 を重

視す る教育 が 求 め られ て い る 。

　（3） 児童生徒間の相互作用

　（a ）仲間か らの 「い じめ」 とソーシ ャ ル ・サ ポート， （b）

学校へ の 適応 ス タ イ ル とス ト レ ス ， に つ い て論及 し て い

る。「い じめ」は個 々 人 の 持 つ 規範 ・価値観 と密接 に 関連

し て お り，小学校 時代 の 「い じ め 」 が 高校生 の 「悩 み 」

「進路選択」の相談活動に ま で 影響を及ぼ し て お り ， 友だ

ち や学外 か らの ソーシ ャ ル ・サ ポ ートの 重要性 が 指摘 さ

れて い る 。 近年，「学校 へ の過剰適応」の 問題 が提起 さ

れ ， ア サ ーシ ョ ン との 関係か ら論議さ れ て い る 。

　（4） 自己知覚や社会的動機に関す る尺度形成

　（a ）自己知覚や社 会的動機 に 関す る 尺度形成 ， （h＞社会的

動機 に 関す る尺度形成研究，を扱 っ て い る。 近 年 ， 共分

散構造分析や パ ス 解析な ど の 統計的手法 を駆使 し た 尺度

研究が数多 く発表さ れ て い る 。 眞榮城 ら 伽 D7） は児童 ・

青年 ・大学生版 の 「改定 ・自己知 覚尺度　日 本語版」を

考案 して い る 。 井上 ・井上 （PA2 −48）は中学生向け の 「学

級居場 所尺度」 を 発表 し て い る。ま た ，多数 の 調査研究

で 信頼性 ・妥当性を保証 さ れた尺度が提供 さ れ て い る 。

　（5） 協同学習 と 学級づ くり

　協同学習 は ， 「班 づ くり ・核づ くり」に 替わ る 「学 び合

い ・教 え合 い 」の 小集団学習技法 と し て 近年脚光 を 浴 び

つ つ あ る 。 国語や 理科 な ど の 教科学習や 総合学習で協同

学習 を効果的 に 利 用 して い る事例 研究が圧倒的 に 多 く紹

介 され て い る 。 協同解決場面 で の 知的方略の 内面化研究

や 学習 へ の 動機づ け と関連づ けた 学術的 な 研究 も報告 さ

れ て い る が ， 学級活動や学校行事等の特別活動 と関連づ

け た 実践 的研 究の体系化が 求め られ る。

　（6） 異文化間の 比較研 究

　外国人留学生 お よ び在 日外国人 と 日本人研究者 と の 共

同研究の発表が主流で あ る 。 こ れ らの研究で は ， 「母国と

日本 の 子 ど もた ち」の 文化間 （特 に，中国や 韓 国 〕の 比較研

究が 多数を 占め て い る 。 外国人児童生徒や 日系 国際児 （両

親 の
一

方 が 外 国 人） の 学校適応 に 関す る研 究 も シ ン ポ ジ ウ

ム の 形 で 紹介 され て い る 。 今後 ， F1本の児童 生徒の 国際

化 に 向け た教育過程 に 心理学的 に ア プ ロ ーチす る研 究が

待た れ る 。
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