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は じめ に

　本稿で は ， 最近 1年間 （2008 年 7 月〜2009年 6 月〉に 発表

された本邦 に お ける教育社会心理 学研究の動向を概観す

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』『青年心理学研

究』お よ び 『日本教育心理学会 第51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 。

　 こ れ まで に もた びた び指摘 さ れ て い る よ う に ， 社会部

門は扱う範囲 が 広 くな り， 他領域 と の 重複 が 見 られ る。

したが っ て ， 社会 部門に関連 す る発表論文数は か な り多

い
。 藤原 （2009 ） も指摘 して い るよ うに，あ る程度絞 り込

んだ方が ， 社会 部門の動向を見る の に 適 し て い る。そ こ

で
， 本稿で も原則 と し て 学校社会心理学研究 と い う観点

か ら，取 り上 げ る範囲は，発達，人格，教授 ・学習 ， 発

達 障害 ， 臨床心理学な ど， 他の 部門で取 り上 げられ る こ

とが 考え ら れ る領域の 発表 は避 け て
， 主 に 学校 ・学級 ・

地域場面 に お け る 対人 関係 を中心 に し た発表論文 を 対 象

と し た 。 基本 的 に は，  教育 に 関連 して い る ，   幼児 ・

児 童 ・生徒お よ び大学生 を対象 に し て い る
，   対人 的文

脈 で ある ，   主た る関心 が治療や援助で は な い ， な ど の

こ と を原則 と し た 。

　「授業」 に関 して は対人 関係 に 関わ る授業 に 限定 し ，

「動機づ け」も教科学習 に 関す る もの は 「教授・学習部 門」

と重複す る こ とか ら除 くこ と に し た 。 社会性 に つ い て は

社会部門 に と っ て重要な領域で はあ るが
， 主 に 発達 的観

点 か ら研究 さ れ て い る も の は 「発達部門」 と の 重複 を避

け る た め に原則 と し て 除 くこ と に し た 。

　以下 で は ， 最初 に 「日本教育心理学会第 51回 総会発 表

論 文集」 の 発表論文 に つ い て の動向を概観し ， そ の後 に ，

学 会誌 も含 めて 対入 関係に 関わ る研究 の 動向を概観す る。

Table　1　『第 51回総会発表論文集∬ に お け る社会部門 の 発表
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社会 部門該 当合計 232

　 1．総会発表論文の 動向

　『日本教 育心理 学会第 51回 総会発 表論 文 集』 に お け る

社会部 門の研究 を ， 上 述 し た 観点 よ り分類 した もの が

Tabie　 1 で あ る。分類 に 際 して は，複数 の カ テ ゴ リー
に

ま た が る 内容 の もの も， 筆者 の 判断で ど こ か 1 つ の カ テ

ゴ リーに分類 し て い る。全体 の 発 表論 文数 は 232と な っ

た 。 こ の 発表論文数が 年に よ っ て異な る の は ， 選 ぶ 基準

に もよ る が ，
い ずれ に し て も社会部門 に 入 る発表 論文数

は か な り多い 。 広 く対人 関係 に 関 わ る 発表論文 を 選 ぶ こ

と に なる か らで あ り， 当然 とい えば当然 と い え る 。
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　今年度は教師に関係す る も の の う ち
， 学校組織 ・教師

集団に関す る発表論文が 少な か っ た 。そ れ に対 し て，教

師の職能発達 を取 り上 げた研究が 多 い ほ か ， 教育実習を

含む教員養成 に つ い て の発表が多か っ た。教員の 適性に

対 す る 関心 が こ の と こ ろ 高 ま っ て い る こ と な ど も反映 し

て い る の か もしれ な い
。 児童 生徒の 観点か らす る と学

級 ・学校適応 に 関す る発表論文 が 多 く，
こ れ は こ れ まで

の傾向 と同じ で あ っ た 。 い じ め の 問題以外に も ， 本稿で

は 除外 した不登校 も場合 に よっ て は こ の カ テ ゴ リーに 入

るもの もある か もしれ な い 。 学校 は児童生徒 に と っ て は

か な り長 い 時間を 過 ごす 場所な の で ， 積極的な 学校生活

を促す ため に も重要 な課題 で あ り， 当然 関心が持 たれ る

課題 で ある 。

　授業に 関し て は ， 協同学習が 中心的 な テ ーマ と な っ て

い る。協同学習 へ の 関心 は，協同す る こ と に よ る学習効

果に 関心の あ る もの と，
コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン カな ど社会

的 ス キ ル を育て る こ と に関心 の あ るもの とに 分 か れる。

最近 ， 協同学習 へ の 関心 が 高 ま っ て い る が ， 孤立 し た 学

習で はな く関わ る こ とを通 した学習 に よる教育的 意義が

注 目 さ れ て い る た め で あ ろ う。

　 友人 関係や対人 関係を対象 に した発表論文 も多か っ た 。

ま た
， 社会 的 ス キ ル や社会性促進 に 関す る発表論 文 もか

な り多か っ た 、 社会的ス キ ル 訓練 に つ い て は ， い ろ い ろ

な訓練 プ ロ グラ ム や実施 の 仕 方 に つ い て の 試 み が行わ れ

て い る。 ほ と ん ど の 発表論文が 学級単位で 実施 して い る

もの で あ り ， 教育実践 へ の 応 用 に
一

歩前進 し て い る と い

え る 。 こ れ ら の テ
ー

マ は，最近 の 児童生徒 に と っ て の 対

人関係の 問題 ， 社会性の 問題 の大 き さ を反映 して い る も

の と思われ る 。 本稿で は ， 社会 1生の発達 に関す るもの は

発達領域 で 取 り上 げ ら れ る も の と し て 除外し た が，こ の

分野の もの もか な りあ り， 対人関係や社会性に つ い て の

関心 が 深 い と考 え られ る と と もに ，こ の問題の 深刻 さ も

反映 し て い る の で は な い か と思わ れ る 。

　動 機づ け に 関す る発表論文 も多 か っ た 。 た だ し ， 動機

づ け を ど こ に位置づ け る か は見方に よ っ て は異 な る か も

しれな い 。中谷 （20D7）は学習 の 動機 づ けを社会 部門 に 位

置づ け て い る が ， 本稿 は ， 越 （2008 ） や 藤原 （2009 ） に倣

い
， 対人 関係 に関わ る動機づ け に 限定 して い る。そ の こ

と で動機づ け カ テ ゴ リー
の 数が 少な くな っ て い る 。

　 こ の と こ ろ 多 くの 発表論文 が あ る の が ，進路 ・キ ャ リ

ア に つ い て で あ る。特 に大 学生 を対象 に した進路 の 問題

や キ ャ リ ア に関す る も の が 多 い
。 大学で も ， 学生 に対す

る教育 目標 と し て 重 要 な位置 づ けが な さ れ て い る こ と に

よ る もの で あ ろ う。

　II．社会的ス キ ル と社会的 ス キ ル 訓練

1．社会的ス キル

　大内・櫻井 （2。。8） は ， 2 年保育の 年少児 （4 歳鼎 を対

象に非社会的遊 び に 注目して ， 入園直後 （Time 　1）， 半年

後 （Tirne・2），卒 園直 前 （Tilne　3＞の 3 時点 で 非社会的遊び

の変化 ， 社会的ス キ ル ・問題 行動 と の 関連 を見て い る 。

非社会 的遊 び と は
， 沈黙行動（何 も し て い な い 行 動 と傍観者的

行 動 ， ひ と り静的行動 （ひ と り構 成 的遊 び とひ と り探 索 的遊

び ）， ひ と り動 的行動 （ひ と り機 能的 遊 び とひ と り劇遊 び ）か ら

な る 。 男児 は女児 と比 べ て ひ と り動 的行動が多 い 傾向に

あ っ た 。 男児に お い て は ， Time 　1か ら Time 　2 に か け て

沈 黙行動 は 減少 した。Time ／の 3 つ の 非社会 的遊 び は ，

Time 　2 の 主張 ス キル と負 の パ ス が，ひ と り動的行動か ら

Time　2，
　 Time　3 の 主張ス キ ル に そ れ ぞ れ 負の パ ス が見

られ た 。男児 で は Time 　2 の ひ と り静 的行動 か ら Time 　3

の 主張 ス キ ル に負の パ ス が 見ら れ ， 女児で は ひ と り動的

行動か ら Ti皿 e 　3 の 不注意 ・多動 と攻撃に それ ぞれ正 の

パ ス が 見 ら れ た 。

　大 内 ・長尾 ・櫻井 （20D8）は ， 幼児の 自己制御機能尺度

を作成 し
， 自己 制御機能 と社会的 ス キ ル ・問題行動 と の

関連 を検討して い る 。 自己制御機能 に つ い て は ， 自己 主

張 と 自己抑制 の 他 に 注意 の 焦点化 ， 注意 の移行を加 えた

4 つ の 側面に つ い て 考え る こ と を提唱し ， それ らの バ ラ

ン ス が社会的 ス キ ル と関係 が あ る と して い る。そ こ で 自

己制御機能 ， 注意 の 問題 ， 不安／抑 うつ ， 社会的ス キ ル ・

問題 行動 な どの 質問紙へ の 回答 を保護者 と保育園の担任

保育 者 に 依頼 し た。自己制御機能 に 関 し て は因子分析結

果か ら ， 期待 した 4 つ の 因子 が抽出さ れ た 。 そ の 結果 ，

4 つ の 因子 の す べ て に得点が低 い 幼児は ， 主張ス キ ル
，

自己統制 ス キ ル が 低 く，引 っ 込 み思案で あ る と い う よ う

な内在化 した問題行動が 多か っ た 。 自己抑制 ・注意 の低

い 幼児 は，協調 ス キ ル が 低 く，不注意 ・多動 ・攻撃 と い

う よ うな外在化 し た 問題 行動が 高か っ た 。
こ の よ う に ，

4 つ の 側面 の バ ラ ン ス が 重要 で あ る こ とが わ か っ た 。

　 谷村 ・渡辺 （2008）は 大学生 を対象に して ， 自己認 知 と

初対 面場面 で の 対人 行動 と の 関係 に つ い て 検討 して い る 。

社会 的ス キ ル 尺度の 自己評定得点か ら， 社会 的 ス キ ル 高

群 と低群 に 分 け ， 上位 と下位 それ ぞれ 10名ずつ （男女各 5

名）を選び ， 初対面の 実験協力者 と 1対 ユで の 課題 を進め

て い くと い う実験 を行 っ た 。実験 中の ビ デ オ か ら ， 研究

対象者 の 社会 的 ス キル が ，「非言語 的行 動」「自己表現 に

関 わ る ス キ ル 」「会話 維持 に関わ る ス キ ル 」の 各下 位項

目 に つ い て 2名 の 観察者に よ っ て評定さ れ た 。 社会的ス

キ ル に 対 す る自己評定 と他者評定 と は か な り
一

貫 し て い

た 。 ま た ， 社会 的ス キ ル の 高 い 群 で は 「質問」 の 頻 度が

高 く， 質問す る こ とで 会話の 展開や維持をす る傾向が見
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られた。

　岡田
。本田 （2009） は，学級 で の 社会的 ス キ ル 訓練を実

施す る に は ど の よ う な社会的 ス キ ル の 要素が 必 要 か を 小

学校教員 に 調査 をし て 分析 し ， 尺度 の作成を試 み て い る。

調査 に よ る データ を因子分析 し，「学校 で の ル ール や 道徳

性 」 で は 「教室 で の ル ール 」「課題 へ の取 り組み ］「学校

の 中の 他の 先生 との 関係」 の 3 因子 を，「友だ ち との 関 わ

り方」で は 「友だ ち と
一

緒に作業」「友だち作 り」「友だ

ち の維持」 「関係の 発展」 の 4因子 を，「基盤 とな る社会

的ス キ ル 」で は 「自己表現」 「他者理解」 「状況 理解」 「セ

ル フ エ ス テ ィ
ーム 」「ス トレ ス 耐性」の 5 因子 を抽出して

い る。

2 ．攻撃性

　攻撃性 も社会 的 ス キ ル の カ テ ゴ リーに属す る テーマ で

あ る 。 攻撃性 に関し て は ， 勝間 ・
山崎 （2008a，2008b）は関

係性攻撃 に着 目し ， そ の特徴 を明 ら か に し よ う と し て い

る 。

　勝間 ・山崎 伽 D8a＞は ， 関係性攻撃 を，「自分 の 目的 を

達成す るため に，他者 の 人 間関係や集 団 に お け る受容感

情 に ダ メ ージを与え る こ と で 危害を加え る行動」 と定義

して い る。自己評定 と仲 間評 定に よっ て 関係性攻撃 を測

定す る質問紙を開発 し，小学校 4年生か ら 6 年生 まで の

児童 に対 して 実施 して い る 。 自己評定 と仲間評定 と の 問

に は必ず し も期待さ れた相 関は得 られな か っ た。関係性

攻撃は い じ め な ど と関連す る 可能性が あ るの で ， 対処 す

る方略を模索す る上 で も， 測定法 の 問題 は重要 で ある と

指摘し て い る 。

　勝 間 ・山崎 （2008b）で は ， 攻撃性に つ い て は こ れ ま で は

反応的攻撃 と道具 的攻撃 に 分 類 さ れ て い た もの を ， 関係

性攻撃は 「道具的攻撃の範潺に あ り， 反応的要素 を除い

た 種類 の 攻撃性」 と し て 考え る 、ま た ，反応的攻撃 も，

表出性攻撃 （身体的，言語 的攻撃 ） と不表出性攻撃 （敵や 恨 み

な ど）に 分け，そ れ らの 攻撃 と関係性攻撃 との 比較 をして

い る 。 小学校 4 年生 か ら 6 年生 を対 象に P −R 攻撃性質

問紙調査 に よ り，高表出性 攻撃児 ， 高不表出性攻撃児 ，

高関係性攻撃児 ， 低攻撃児に分 けて ， 共感憾 情認知 ， 役割

取得，情動 の 共有・援 助 行動 との 関連を比較 して い る。その

結果，関係性攻撃児 は ，他 者 が 攻撃 を 受 け て い る こ と に

対 して 共感す る可能性が低か っ た 。 そ の 共感の低 さ は ，

認知的能力 よ り もむ し ろ感情的な能力が 欠け て い る こ と

に よ る の で は な い か と 指摘 し て い る。

　関根 ・濱 口 ・藤原 ・西澤 ・桑原 ・三 鈷 （2009） は ， 大学

生 に 関 して 作成 さ れ た能動的 ・ 反応的攻撃性尺度 よ り抽

出さ れ た 因子 （「易怒性 」「怒 り持続性」「報復意図」「外責的認 知 」

r他者 支配 性」「攻撃 有能感 」「欲求 固執」）と ， 身体 的攻撃 ， 言語

的攻 撃 ， 関係性攻撃 と の 関連 を検討 し て い る 。 そ の 結果 ，

身体的攻撃 に は 報復意 図 ， 欲求 固執 ， 易怒性が
， 言語的

攻撃 に は欲求固執 ， 攻撃有能感が，関係性攻撃に は報復

意図 ， 他者支配性 ， 怒 り持続性が 関連 し て い た 。 ま た ，

能動的 ・反応的攻撃性 の観点か ら大学生 を類型化 して い

る。

3 ．社会的ス キ ル訓練

　佐 藤 ・今城 ・戸 ヶ 崎 ・石川 ・佐藤 ・佐藤 （2009 ） は
， 抑

うつ 症状を低減 す るため の 認知行 動療法 プ m グ ラ ム を小

学校 5 年生 と 6 年生 に実施す る こ と に よ っ て 効果 を検 討

し て い る。プ ロ グ ラ ム は学級活動 と道徳 の時間を利用し

て ， 1 回 の セ ッ シ ョ ン は 45分間， ］ ヵ 月に 2 回 の ペ ース

で 9 回行 わ れ た 。 プ ロ グ ラ ム の 構成 は 「オ リ エ ン テ
ー

シ ョ ン と 心理 教育」「社会的 ス キル 訓練  （「あた た か い 言 葉

か け」）」「社会的ス キ ル 訓練  （「上手な頼み 方」）」「社 会的訓

練   （「上 手 な 断 り方」〉」「認知再構成法   （き もち に は 大 き さ

が あ る こ と を学 ぶ ）」「認矢口的再構 成法 ）（い や な き もち に な る 考

え をつ か ま え る）」「認知的再構成法  （い や な き もち に な る考 え

を や っ っ け る）」「応用学習 に れ まで 学 ん だ 「ス キル 」と 「認知 」

を使 っ て，問題解 決 の 具体 的な方 法 を考 える）」「応用学習   ＋ 学

習 の ま と め」 の 9 セ ッ シ ョ ン で あ っ た 。 抑 うつ 症 状 の 査

定 に は CDI （Children’s　 Depressi。 n　 lnventory） と DSRS

（Depressien　E　elf−Rating　S　cale 　f。r　Children） が 用 い られ た 。

その他 「社会的 ス キ ル 」「ネ ガテ t ブな認知 」「学校不適

応感」 と の 関連 も検討 した 。 介入プ ロ グラ ム の 結果 とし

て ， 抑 うつ 症 状 に は改善が見 られ ， 社会的ス キ ル や ， ネ

ガ テ ィ ブな認知，学校不適応感 な ど も改善 さ れ る傾向が

見 られた。

　多賀谷 ・佐々 木 （2008） は．「機会利 用型 SST 」 と名づ

け た社会的ス キ ル 訓練 を実施 し て い る。 こ れ は ， 通常の

授業時間内に 生起 した標 的行動 を題材 に して 社会的 ス キ

ル 訓練 を 行 う も の で あ る 。 し た が っ て
， 社会的 ス キル 訓

練 の た めの 授業を持 つ の で はな く， 通常の授業の 中で 行

う も の で あ る と い う点で よ り実践的 な 試 み で あ る と い え

る。こ こ で は標 的 ス キ ル と して ， 「働 き か け ス キ ル 」か ら

「あ た た か い 言葉か け」，「応答 ス キル 」か らは 「積 極 的な

聞 き方」， 「規律的 ス キ ル 」か ら は 「自己 コ ン トロ ー
ル 」

を選 定 した。授業 は訓練 さ れ た 担任教師 との テ ィ
ー

ム 。

テ ィ
ーチ ン グ形 式 で 進 め ら れ た 。 授業 時間 の 45分間 の 中

で ，お お よ そ10分程 度 を 1 セ ッ シ ョ ン と して 11セ ッ シ ョ

ン を行 っ た 。そ の結果 ， 仲間関係へ の 社会的 ス キル の 中

の ， 誰 と で も関わ る 「開放 的ス キ ル 」「仲 間 との 関 わ りが

増加」「友だ ち を 肯定 的 に み て い る」 な どの 得点が上昇 し

た
。

こ の 訓練 の 特徴 は ， 担任教師が そ の 方法 を理解すれ

ば ， 通常の 授業の 中で の 自然な児童 との 関わ りに よっ て

社会 的ス キ ル を伸ばす こ と が で き る と い う点 で あ る。

　紙 幅 の 関係 で 紹介 で きない が ， 認知 的行動療法の手法
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を用い た 社会的ス キル 訓練 に よ る実践的研究 は 51回総会

で は数多 く報告され て い る。 教師が それ を行 える よ うに

す る た め の 工 夫 を 取 り入 れ よ う と し て い る研究 も見 ら れ

た （太 田 ・小 林 ・永 山 ・望 月 ・宮本 ・鳥山 ・佐藤 ・後 藤 ・渡 辺，2009 ；

多賀 谷・佐 々 木，2008 ）。社会的ス キ ル 訓練だ け の 授業を組む

こ と も教育 現場 で は 困難な こ ともあ る だ ろ うか ら， 日常

の 教育活動 の 中で 実践 で き る よ うな方法 を検討 し て い く

こ と が期待さ れ る 。

　III．友人関係 ・ 対人関係

1．友人関係 ・仲間関係

　黒川 ・三 島 ・吉 田 （2008） は，小 学校高学年児 童 の 異性

に対す る寛容性 に つ い て検討 し て い る 。 異性 と の 活動が

少ない 状態 が ネガ テ ィ ブ な ス テ レ オ タイ プ を導 く こ とや ，

い じ め に お け る周辺的な役割の 決定要因 とな る可能性が

あ る た め，異性 に 対 して も同性 と同 じよう に 振 る舞 う こ

とが で きる こ とが 望 ましい とい う考え か ら，異性 に対 し

て も同性 と同様な 態度が とれ る こ と を異性 へ の寛容性 と

定義 して ，異性へ の 寛容性 尺度 の 作成 を試 み て い る。仲

間 の 人数 （休 み 時 間や昼 休 み をよ く
一

緒 に過 ご し て い る人 数 を 性

別 に 尋 ねた もの ）， 異性 へ の寛容性 （異性 に 対 して も同性 と同様

な 態度 で 接 す る こ とが で き る程 度），級友適応 （f自分 の ク ラ ス は，

明 る くて 楽 し い ク ラ ス だ と思 う」 な ど〉 の 調査 を実施 した 。 そ

の 結果 ， 同性の仲間の 人数 を ユ人 以上回答 し，さら に 異

性の 仲間の入数 を 1 人以 上 回答 し た 児童 と ， 同性 の仲間

の 人数 を 1人以 上回答 した もの の 異性の 伸 間の 人数を 0

人 と 回答 し た 児童 と に 分 け る と，前者 の 方が 異性へ の 寛

容性尺度得 点が高 く， 級友適 応得点が高か っ た。今後は

異性 へ の 寛容性 の 規定 因 を 明 ら か に す る研 究が 必 要 と指

摘し て い る 。

　石 本 ・久 川 ・齊藤 ・上 長 ・則 定 ・日潟 ・森 口 〔20ep）

は ， 青年期の 女子 仲 学生 と高校 生）の友人関係ス タ イ ル を

同調性 の 高さ と心理 的距 離 の 2 次元 か ら 4 群に 分 け ， そ

れ ぞ れ の タ イ プ と 心理的適応お よ び学校適応 との 関連 を

検討 して い る。 4 群 とは ， 心理 的距 離得点 ， 同調 性得点

の それ ぞ れ の 平均値 に よ っ て ， 密着群 （心理 的距 離近 く， 同

調 性高い ），表面群 （心 理 的距離遠 く， 同調 性高い ），孤立群 （心

理的 距離 遠 く，同調 性低 い ）， 尊重群 く心理 的距離 近 く，同調性低

い ）に 分 けた もの で あ る。孤立 群は ， 尊重群 や密着群 よ り

も学校適応 が 悪 く ， 心 理 的適応 の 指標で あ る 自己 実現的

態度 や充実感 が 低 か っ た 。 表面 群 は，自己 実現 的態度や

充実感 で 尊 重群や密着群 よ りも低 か っ た。中学生 と高校

生 と を比較す る と ， 中学生 で は 同調性 の高 い 密着 し た友

入 関係を と る者は概 し て 適応的で あ る の に対 し て ， 高校

生 で は 心理 的適応 は よ くな い 傾向が 見 られ た 。 こ れ は 友

人 関係 の あ り方 が 変化 し て い る と い う こ と で あ り，

chuan −group か ら peer−group へ の 発 達 を示 し て い る の

で はな い か と考察し て い る。

　小平 ・青木 ・ 松岡 ・ 速水 （2008） は ， 仮想的有能感や 自

尊感情が ， 学業 に お け る会話（進 路，試 験勉 強
一

般，教 科 に 関

す る 会話 を どれ ぐ らい す る か ），学業的援助要請 個 避 的援助 要

請i 依存 的援助 要請，適 応 的援助 要請 ）， 学業的援助授与 （学 業

的援 助要 請 に対 す る 授与 ） と ど の よ うな関連が あ る か を高校

生 を対象に検討 し て い る 。 仮想的有能感の 高低 と 自尊感

情 の高低 か ら， 萎縮型 （他者軽視 と 自尊感情が と も に 低 い ）， 仮

想型 （他者 軽視傾 向が 強 く自尊感情が低い ）， 自尊型 （他者軽視傾

向が 弱 く自尊感情 が 高 い ）， 全能型 （他者 軽視 傾 向が 強 く自尊 感情

が 高い ）の 4 つ の 類型 に 分 けた場合 ， 学業に 関 す る会 話で

は ， ポジテ ィ ブ な 結果得点は全能型 が 萎縮型 よ りも高 く，

批評得点 は萎縮型 と 自尊型 よ りも仮想型 と全能型 で 高

か っ た 。 学業的援助要請で は，教師へ の 回避的援 助要請

得 点 で 仮想型 が全 能型 よ り も高か っ た 。 学業的援助授与

に関 して は ， 回避的援助授与 得点 で 萎縮型 よ りも仮想型

が 高か っ た 。

　 丹野 （2eos）は ， 接触度 と親密度の観点 か ら， 友人 に 求

め て い る もの に つ い て検討 し て い る。大学生 に，接触度

が高 く親密度が高 い 同性の友人 （HI）と接触度が低 く親密

度が 高い 同性 の 友人 （LI）を 1 名ず つ 想定し て もらい ，友

人関係の 満足度や 友人関係機能 との 関係を見た 。 そ の 結

果 ，
HI 友人 機能 として ， 男子 大学生 で は 「安 心・気楽 さ」

「支援性」 「関係継続展望」が 関係満足度を促進 し て い る

の に対 し て ， 女子 学生で は 「相談 ・自己開示 」が関係満

足 度を促進 し て い た 。 ま た ，LI 友人 機能 と し て は 男女 と

も に 「関係継続展望」が関係満足度に関連 し ， 女子学生

で は 「相談 ・自己 開示」 も関連 し て い た 。 こ の よ うな 観

点は ， 友人関係 を見て い く上 で の 視点 と して 興味深 い
。

　 最近 の 友人 関係や対人 関係 を考 え る 上 で は，PC メ ー

ル や携帯メ ール な どを利用 し た コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン の 問

題 が あ る。小林 ・池田 （20081 は，PC メ
ー

ル 利用 に つ い

て ， 異質 な 他者 と の コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン に 対 し て ポ ジ

テ ィ ブな効 果 を持 つ こ と，社会的寛容 性 に 対 して 正 の 効

果 を持 つ こ と ， ま た こ の 効果 は 異質な 他者 と の コ ミ ュ ニ

ケ
ー

シ ョ ン に 媒介 され て い る こ とを明 らか に して い る。

　 ま た ， 花井 ・ 小 口 （2008）は ， 大 学生 で 実験 へ の協力を

申 し出 た 11名 に つ い て ，知 らな い 入 （実 験協力者）とE メー

ル を 2 週 間， 1 日 に 1往復 を 目安 に 交換 し て も ら い
， 感

情表現 が ど の よ う に変化 し て い くか に つ い て検討 し て い

る。そ の 結 果，対面型 の コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン と同様 に ，

自己 開示 の 現象が 見 られ る こ と が確認 で き た と して い る。

ま た ，
コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン 手段 と し て無用 な衝突 を避 け

る た め に 顔文字や感情文字が 使わ れ る の で は な い か と指

摘 して い る。一
方 ， 見知 らぬ 他者 との E メール の や り取

一 89 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

教 育 心 理 学 年 報 第 49 集

り が対人不安感 の 低減 に 役立 つ の で は な い か と い う こ と

と同時 に ， 急激な関係の 進展が問題 を引き起 こす場合 も

ある と し て い る。そ の 点 に 関し て は ，PC メ
ー

ル や携帯

メ ール に よ る い じ め の 問題 も あ り ， 現在の 子 ど も た ち の

対人関係 を見 て い く上 で は重要な課題 とな っ て い る。

2 ．ソーシ ャ ル ・サ ポー
ト

　野 田 ・川島 ・平石 ・小倉 ・谷中 ・江 口 （2009＞ は中学生

か ら高校生 ま で を対 象 に し て
， 「学習面」f進路面」「心理

面」「社会面」「健康面」で ，教師か 友人の ど ち らに サ ポー

トを求 め る 傾 向が あ る か に つ い て 調べ て い る 。 その 結果 ，

学習面や 進路面で は 中学生 よ り高校生の 方が援助を求め

る傾 向が あ り ， 心理面 ， 社会 面 ， 健康面の 問題 に つ い て

教師 に 相談 す る 傾 向は高校生 よ り中学生 の 方 が ，女子 よ

りも男子 の 方が高か っ た 。 し か し ， 友人 に相談す る傾向

は中学生 よ りも高校生 に 高 く，男子 よ りも女子 に 多 か っ

た 。

　 山田 ・渡辺 伽 09）は ，
レ ジ リエ ン シ ーに ソーシ ャ ル ・

サ ポートが影響 し て い る の で は な い か とい う観点 か ら高

校生 を対象に し て研究 し て い る 。 そ の結果 ， サ ポート量

を多 く認知 し て い る ほ ど レ ジ リエ ン シ
ー

は高 か っ た。

　 岡野 ・森 田 （20eg）は ， 自己充実的達成動機が高 く自己

期待 も高 い 場合 に は被援助志 向性 は低 くな るだ ろう とい

う こ と ， 社会志 向性が 高 く自己 期待 も高 い 場合は被援助

志 向性 も高くな るだ ろう とい う こ とを大学生 を対象 に し

て検討し て い る 。 結果 は，自己充実的達成動機，社 会志

向性 ， 自己期待 それ ぞれ が単独で ， 被援助志 向性 に影響

し て い た 。

　 IV．学校 ・学級 の 対人関係

1 ．協同学習

　鈴木 ・邑本 （2bO9）は，協同問題解決を行 う こ とに よっ

て ， 成員に満足感が得 られ る要因に っ い て検討し て い る 。

大学生や專門学校生を対象 に して ， 4人 1グル
ープ で答

えが 1 つ に集約さ れ る 良定義課題 と ， 答 え が 1 つ と は 限

ら な い 拡散的思考が 要求 さ れ る不良定義課題 を解決 させ

た 。課題終 了後 に 個別 に 半構造化 イ ン タ ビ ュ
ーを 行 い

，

協同問題解決に関す る満足度 ， 満足 また は不満だ っ た場

合 の 要因 に つ い て の 説明 を求めた と こ ろ，良定義課題 で

は課題達成要因が満足感 を満た す た め に必 要で ， 不 良定

義課題 で は 満足感を損な わ な い た め に信頼感 の維持が 必

要 と い う結果 を得た 。 こ の 知見は，協同学習場面 で の 課

題 の 設定 の 仕 方 へ の 問題提 起 とな る。

　長濱 ・安 永 ・関田 ・甲原 （2009 ） は ， 協同作業認識尺度

の 作成 を試み て い る 。 こ の よ う な 尺度 は ま だ 作成 さ れ て

い な い こ と か ら， こ の 協同作業認識尺度 を作成 す る こ と

で ，協同作業に 対 す る学 生 の 認識 を捉 え ， 協 同学習 の 導

入法 や指導法 の 工 夫 ・改善 が で きる の で は な い か と い う

こ と ， ま た ， 協同作業 に つ い て の基準が ある こ と で
， 協

同学習 の 効果 を見 る こ とが可能 に な る な どの 目的 で 行 わ

れ た もの で あ る 。 協同作業の 認識 を測定 す る項 目を作成

して 大学生 に 調査 を実施 した と こ ろ ， 「協同効用」「個人

志向」「互 恵懸念」 の 3因子 を抽出 した。さら に ， 大学生

に対 し て 13回の グ ル ープ に よ る授業を行 い ，効果 に つ い

て 検討 し た
。 具体的 に は ， 第 1講か ら第 6 講まで は ペ ア

か 4 名の グル
ープ で ，「教員が授業内容を解説す る」「教

員が話 し合 い の課題 を明示 す る」「話し合 い の課題 に つ い

て ， まず個人 で考 える」「ペ アない し 4 入 で話 し合 う」「話

し合 っ た 内容 を ， ク ラ ス 全体で 共有す る」「教員 が ま と

め，次 の 学習 内容 を展 開す る」 とい う 6 ス テ ッ プ か らな

る授業を繰 り返 し た 。 第 7講か ら第 13講 で は ， PB 学習 （プ

ロ ジ ェ ク ト ・ペ ー
ス ttisw ）を実施 した。そ の 内容 として は ，

3〜 5名 の グル
ープ で，グ ル

ープご と に プ ロ ジ ェ ク トの

テ ーマ を決め て ， 実行計画書を作成 し ， 最後の プ レ ゼ ン

テ
ー

シ ョ ン に 向け て の プ ロ ジ ェ ク ト を遂行 した。 こ の よ

うな授業の 結果 ， 「協同効用」 は 上昇 し， 「個 人志 向」 は

減 少 した。 こ れ に よ り協 同作業認知尺度 を用 い て協同学

習 に よ る態度的変化の
一

側面 が測定 で きるよ うに な っ た

と評 価 し て い る。

　須藤 ・安永 （2009 ）は ， LTD 法 （Learning　ThTough 　Discus−

sion ）を用い て ， 小学 5 年生 の 国語で 12時聞の 授業を行 っ

て い る。LTD 法 と い う指 導方法 の 特徴 の
一

つ は ， 授業の

「導入」「展開」「終末」の そ れ ぞ れ の過程に グル ープ活動

を取 り入れ る こ とで あ る。そ れ に よ り， 話し合 う こ とで

多様な考え を知 る こ とが で き た り，従来 は 聞 くだ けだ っ

た子 どもた ち が
， 友だ ち に 支 え られ た り ， 認め ら れ た り

し て 発表で きた り， 自分 の成長 を実感す る こ とな どが で

きた。

　富岡 （20U9 ）は 大学 の 濱 習 の 13回 の 授業 に お い て ，
　 LTD

法 を中心 に した討議 を行 っ た と こ ろ ， デ ィ ス カ ッ シ ョ

ン ・ス キ ル に 対 す る 自己 認知 や 「協 1司に 対 す る期 待」が

上昇 し， 「協同に 対 す る懸 念」が減少す る と い う結果を得

た 。 す な わ ち ， 協同作業 を行 う こ とで ，協 同作業 に 対 す

る認識が好意 的 な方 向 に 変化 して い た 。

　 益谷 （2009）は ， 短期大学生 に 対す る 15回 の 授業 に お い

て ， 3〜 4 名 の グル ープ を編 成 し，グ ル
ープ で テ キ ス ト

の 内容 を確認 した り，テキ ス トを見 な い で テ キ ス トの 内

容 を説 明す る 問題 を提示 し ， さ ら に 座長を 交替 で行 う や

り方の授業 を行 っ た 。 そ の 結果 ， グル ープ学習 で 高 い 成

績 の 者 は協同 へ の 効力感が 高 くな り，グ ル
ープ に よ る 学

習 を単 な る 弱者救済 的 に 捉 え る の で は な く， 積極的に受

け止 め て い た 。

　 飛 田 （2009 ）は，大学生 を対 象 に 5 名 ず つ の 成 員 に よ る
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等質性 の 高 い 集団 と 異質性 の 高 い 集 団 をつ くり， 実験課

題 に対して集団討議 に よ っ て解答を求める実験 を行 っ た 。

そ の 結果 ， 討議 に よ る 効果 は 両集 団 と も に 見 ら れ た が ，

特 に異質集団に お い て効果が 高か っ た 。

　町 （2009）は，小学校 の 教師か ら の 聞取 り に よ り，協同

学習に抵抗感 を示 す児童 に対す る支援 と い う観点か らの

検討 を行 っ て い る。そ こ で は，集団 の 異質度 が 高す ぎる

場合に は ， 「学び合 い で埋 め る に は学力差が大 きすぎる」

と感 じて い る児童 が い て ， 集団 の編成 に 配慮す べ き こ と

へ の 示唆を得て い る 。

　奈田 ・丸野 （2009 ）は ， 他者 と の や り取 りに よっ て知識

獲得が 促進 さ れ る こ と を検証 す る ため に
， 小学校 3 年生

を実験参加者 と し た 協同 に よ る 問題解決課題 の実験 を

行 っ て い る 。 ただ し ，
こ の 場合の協同は実験参加者 と 実

験者 との や り取 り と い う意味で の 協同 で あ る 。 そ れ は地

図上 に あ る店 で 条件 に 合 う買 い 物 を効率的 に 行 うた め の

ル
ー

トを選 ぶ 課題で あるが ，そ こ で の実験参加者に 対す

る関わ りの 違 い に よ っ て ， 「統制条件」「自己省察条件（実

験 参加 者 が 考 え た ル ートに つ い て 再 考 さ せ る ）」「異な る考 え の

提示条件 （実 験参加 者 の 考 え と は 異 な る 考 え を提 示 す る〉」「異な

る考 えの 提示 ・自己省察条件」の 4 条件の も と に課題 を

考 え さ せ ，そ れ に よ りポ ス トテ ス トに ど の よ うな効果 が

見 ら れ る か を比較検討 した 。 そ の結果 ， 異な る考 え の 提

示 と自己省察の 2側 面 を兼ね備 えて い る条件で は ， 課題

解決 に と っ て の最適な 方略 の 内面化 が 促 さ れ る こ と を確

認 した 。

2 ．学校 ・学級適応

　 田 中（2009）は ， 学級適 応 の ア セ ス メ ン トに お け る KSD

働 的学校 画）の 妥当性 に つ い て 検討 し て い る。動的学校画

は学校 をテ ーマ と した投影描画法で ， 動的家族画を補充

す る 意 味で 開発 さ れ た もの で あ る。そ こ で は 小学校 3 年

生か ら中学校 3 年生 ま で の 児童生徒に対 し て ， KSD ， 「友

だ ち へ の 親密性」尺度 ， 「教室 で の 安 心」尺度 ， 「学校適

応」尺 度 を実施 し た 。 KSD の 教示 で は ， 調 査対象者 自身

が学校で 何か して い る こ とを描 く こ と ， そ の 絵 の 中 に 自

分 と先 生 と 2人以上 の 友だ ち を描 くこ と を求 め た 。 さ ら

に ， 描 い た場面 の 後 ， 学校で何が起 き る と思 うか に つ い

て 書 か せ た。 KSD の ス コ ア リ ン グ は 動 的家族 画 の 客観

的ス コ ア 基準 の
一

部項目 と ， KSD の た め の 評価項 目を

参考 に し て 作 成し た 基 準 の
一

部 を 用 い て 評 定 し た a そ の

結果 ， 3人以 上友 だ ち を描 い て い る児童生徒 は 2人 ま で

の 群 よ りも， 「教室 で の リラ ッ ク ス 」 「学校適 応」 の 得点

が 高か っ た 。 ま た ， 自己像の顔 の部分 を省略せ ずに描 い

て い るほ ど ， 学級内で の 安 らぎや楽 し さ を感 じ て い て ，

友 だ ち と 相互 に よ り親 密 に な り た い と い う意識 が 強 い こ

と が推測さ れ た 。 自己像を横向き に描 く児童生 徒は ， 後

ろ 向き に描 く者 よ りも友だ ち と相互 に 親密に な りた い と

思 っ て い る こ とや ， 学級適応 して い る傾向が見 られた。

そ の 後 の 物語 に つ い て は，明 る く希望 あ る 未来 を 語 る こ

とをイ メ ージする こ と は ， 学校適応 と関係があ る と考え

られた。

　粟谷 ・本間 （20〔｝9） は ， 小学校 5 ， 6年生 ， 中学校 1 ，

2
， 3 年生 を対 象 に して ，学校 適応感 が 自己肯定感 の ど

の 要因 に影響 して い る か を検討 した 。 こ こ で の学校適応

感 とは ， 「友人 関係」「進路意 識」「規則 へ の 態度」「部活 ・

行事」「教師 関係」「学習意欲」 で あ っ た。そ の 結果 ， 「自

己充実感」へ は 「友人関係」が最 も強 く影響 して い たが ，

そ の ほ か 「部活 ・行事 」「教 師関係」「学習意欲」 も影響

し て い た 。「自己 実現 」に は 「進路意識」が ，「自己受容」

に は 「友人関係」「進路意識」「規則 へ の態度」が影響 し

て い た 。

　 三 島 ・橋本 伽 09）は ， 友人 関係の 排他性 と学級適応感

との 関係 に つ い て ， 中学校 2年生 と 3年生 を対 象 に適応

感 に 関す る 尺度 と排他性 に 関連す る 尺度 と を 用 い て 検討

して い る 。 男女 と もに 「独 占的な親密関係指向」が強 い

生徒は，心身の 健康状態が良好 で な い こ と が 示唆さ れ た 。

ま た ， 「固定的な集団指向」は男女 と もに 「友人関係」と

正 の 相 関が 見 られ た 。 こ れ に よ れ ば，中学生 に と っ て 決

ま っ た友人が い る こ と が学級適応に は有効で ある と い う

こ とに な る。

　 藤江 ・ 藤 生 （2009 ） は ， 高校生 を対 象に し て 自己効力感

と適応感 （ドロ ッ プア ウ ト〉との関連 を調 べ て い る。 5 月 の

時 点 で の 自己 効力感 と年度末 の 不適応傾向 と の 閧連で は，

「対人関係に 関わ る 自己効力感」と 「セ ル フ コ ン トロ ール

に 関わ る 自己効 力感」が 不適応傾向をあ る程度予渕 し た 。

　 学校や 学級 へ の 適応が どの よ うな要因に影響 さ れ て い

る か に つ い て ，本田 ・新井 ・石隈 （2009） は ，中学生 の 被

援助志向性が学校適応 と関係 し て い る か ど うか を検討 し ，

被援助志 向性 を高め る こ と が援助要請 ス キ ル の 遂行を促

進す る 可 能性 と ， 学校適応 を向上 さ せ る可 能性が 示 唆 さ

れ る 結果 を得 て い る。

　 脇 山
・中谷 （2009） は ， 友人 グル

ープ内外で の サポー
ト

が学校適 応感 に影響 して い る の で はな い か とい う観 点か

ら
， 中学 生 と高校 生 を対 象 に し て 検 討 し て い る 。 グ ル ー

プ内 と グル ープ外の 観点 か らの検討 は興味深 い 。

　 最近話題 に な っ て い る朝食 の 摂取 と学校適 応感 と の関

連 に つ い て ，植村
・
河 内 （2009 ）が 中学校 1， 2， 3年生 を

対 象 に調査 を行 い ，朝食 の 摂取 が 直接 に 学校適応感 を高

め る の で は な く， 学力が 高ま る こ と な ど を媒介 と し て 関

係し て い る こ とが 中学 2 年生 で は 示 さ れ た が ， そ の他の

学年 で は 明 ら か に な ら な か っ た 。

　 大久保 ・石川 ・加藤 （2009） は ， 中学校 3校 と高校 4校
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の 校長 と生徒 を対象 に して ， 学校の 方針 と生徒の学校 へ

の 適応感 と を比較 して い る 。 そ の 結果 ，協調的独 自型経

営の学校で は ， 「学級活動の促進」か ら 「居心地 の 良さ の

感覚 」へ
， 「配 慮」 か ら 「被信頼感 ・受容感」 ヘ パ ス が 見

られ た 。

一
方，権 威同調型経営の 学校で は．「熱心な 学習

指導」か ら 「居心地 の 良さ」へ
， 「配慮」か ら 「課題 ・目

的 の 存在」ヘ パ ス が 見 られ ， 学校 の 方針 に よ っ て 質 の 異

な っ た 適応感 が確 認 さ れ て い る 。

　学級適応感 に関連す る要因 に介入す る こ とに よ っ て ，

学級適応感を 高め よ う と す る試み も見 ら れ た ． 間正 。 宮

下 （2009）は ， 学級適応感 に 影 響す る児童 の ス トレ ス状態

を ス ク リ
ー

ニ ン グ し，そ の 児童 に 対 し て 「認め」「誉め 」

「励 ま す 」 ほ か ， ス ト レ ス耐性 を育む取組み な どの介入 を

行 っ た 。そ の 結果，そ の よ うな介入 を行わ なか っ た 児童

よ りも承認得点は 向上 し ， 被侵害得点 は低下 し た 。

3．学級経営と学級集団

　学級崩壊が 問題 に さ れ る よ うに な っ て 以降 ， 学級集団

の 問題 に 関心が払われ て い る 。

　 加藤 ・大久保 （2009）は，小学校 5 年生 12学級 を対 象 に

し て ， 学級の荒れ 尺度に よ り ， 「
一

般学級」「中間学級」

「困難学級」 に 分 け ，
い くつ か の 変 数 と の 関係を調べ た。

そ の 結果 ，

一
般学級に 比 べ 困難学級の児童 は ， 学校享受

感が 低 く．問題行 動 の 経験 が 多 か っ た D また ， 教師や親

と の 関係が悪 く， 問題を持 つ 児童へ の肯定的な評価が 高

か っ た。 こ れ らの 要因が集団的な荒 れ の発生 を規定 し て

い るの で はな い か と考察 し て い る 。

　 矢野 （2009 ）は ， 小学校 3 年生 3学級か ら発達的 に 「気
1

に なる」児童 を 5 名ず つ 選 び，そ の 15名 （実験群）とそ の

他の児童 （統制 群） と の 問で 学校満足度や学校生活意欲な

ど を比較 し て い る
。

そ の 結果 ， 実験群 の 児童 は友 だ ちや

教師か ら認 め られ て い な い と感 じて い た り， 学習意欲得

点や友 だ ち 関係得点 も低 か っ た。担任教 師 に と っ て は ，

これ らの こ と に配慮する関わ りが求め られ る と指摘 し て

い る。

　 蘭 ・高橋 〔2  9）は ， 大学生 に学級経験を 「開か れ た 欄

じ ら れ た 」 と い うキ ー
ワ
ード に よ っ て 想起 させ ，当該学

級 に 起 こ っ た 出来事や感 じた こ と を自由記述 さ せ る方法

で 266事例を集め ，そ れ らを 「活動性 （活 動 的か 消極的 か ）」

と 「主導性 （生徒 主 導 か 教 師主 導か ）」の 2 次元 で 分類 し ，
そ

の 組合せ か ら 4 つ の タイ プ ， すなわ ち 「創発型 （活動 的 ・

生 徒主 導）」「生徒 階層型 （消 極 的・生徒 主導 ）」「教師専制型 （消

極 的・教 師主 導）」 「り一ダー
シ ッ プ 型 （活 動的 ・教 師主 導）」 に

学級集団 を分類 し て い る。そ こ で は発達段 階 に よっ て 想

起 さ れ る 学級 の タ イ プ に 違 い が あ る ほ か ， 中学校 の 記述

で は生 徒階層型の 硬直 し た学級集団 ， い じ め の あ る ク ラ

ス に つ い て の 記述が 増え て い た 。

　坪 田 ・赤木 （2009 ）は ， 学級集団づ く り に は他者受容感

の 形 成が重要で はな い か とい う観点 か ら ， 小学校 5年生

の 1 学級 の 授業 を ］、年間 に わ た り週 1 回参観した 。 そ の

結 果 ， 教師が 「気付 く」 こ と と 「伝 える」 こ とを常に働

き か け る こ と に よ っ て ，子 ど もた ち の他者受容感が形成

さ れ て い くこ と を明 らか に して い る 。

4 ．教師 と生徒の 関係

　 中井 ・庄司 （2009a） は ， 中学生 の 教 師に対す る信頼感

が ， 過去の 教 師との関わ り経験 とどの ように 関連 して い

る か に つ い て検討 し て い る 。 生 徒に と っ て 「特定 の 他者」

で ある過 去 の 教師 との 関わ り経験が教師の ス テ レ オ タイ

プ的な見方や役割 ス キ ーマ と し て 機能 し，そ の 後 の 生徒

の教師に 対する信頼感の 重要 な規定要因と な り う る と彼

らは考 え る。それを検証 す る た め に ，中学校 1 年生 か ら

3年生 ま で の生徒に つ い て ， 予備調査で教師 と の経験に

つ い て の 自由記述か ら 「教師 との 関わ り経験 尺度」を作

成 した 。 こ の 尺度か ら は ， 「教師か ら の 受容経験」「教師

との 傷つ き経験」「教師 との 親密な関わ り経験」「教師か

ら の 承 認経験」 の 4 因子 を抽 出 し て い る。また ， 中井 ・

庄司に よ っ て作成 さ れ た STT 尺度 （「安 心感 」「不 信」 「正 当

性」か ら構成 ）と の 関連 を見 て い る。 そ の結果 ， 「安心感」

「正 当性」 は 「教師か ら の受容経験」「教師 と の親密な 関

わ り経験」 と正 の 相関 をし，逆 に ，「不信 」 と 「教 師 との

傷 つ き経験」が 正 の相関を ， 「教師か らの 受容経験」が 負

の相関を 示 し た 。 中井 ・庄司（2009blは ，
こ の調査 を中学

校 1年生 か ら高校 3年生 まで の 生徒 に 実施 して ， 生徒 の

教師に対す る信頼感は学年が進む に つ れ て変化 して い く

こ とを明 らか に して い る。

　V ，逸脱 行動

1．授業で の 逸脱行動

　遊 間 （20es） は ， 大学生 の 教 室内の 逸脱行動に つ い て ，

ス トレ イ ン お よ び不良交友 と の関連を検討し て い る 。 ス

ト レ イ ン と は ， 成功願 望が あ る に も か か わ らず ， そ の 実

現 可能性が 低 い こ と で ， 大学生 に と っ て は，希望 す る仕

事 に 就 けな い と い う こ と を ス ト レ イ ン と し て い る。教室

内逸脱行動 と し て は ， 講義中携帯電話 をい じ る ， 講義中

お し ゃ べ りをす るな ど 8 つ を挙 げて い る。そ の 結果，教

室内で の 逸脱行動 は ス トV イ ン お よ び不良交友 （友人 の 逸

脱行動 へ の 許 容 度）の 双 方に 閧連が見 られ た 。 ス トレ イ ン が

あ る場合 ， 不良交友の 程度が 強い 方 に 逸脱行動が 多 くな

るが ，ス トレ イ ン が な い 状態 で は不 良交友 の 程度 が弱 い

方 に 逸脱行動 が多 くな っ た。男子 の 場合は ， ス ト レ イ ン

の 有無 は 逸脱行動 に は ほ と ん ど影響を与え な か っ た が ，

女子 の 場合は ， ス トレ イ ン に さらされ る と逸脱行動 が顕

著に 増加 し，男子 よ り も多 くな っ た 。さ ら に 予想 に 反 し
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て ， 自己効力感が強 い と逸脱行動が増 える傾向が見 られ

た 。

2 ．逸脱行動 と地域

　西 野 ・氏 家 ・二 宮 ・五 十嵐 ・井上 ・山本 （2009 ） は ， 中

学校 3年間に お け る逸脱行為経験 に つ い て の 縦断的検 討

を行 っ て い る。調査 内容 として ， 「逸脱行為」 に つ い て は

不良行為項 目 と初 発型非行 と呼 ばれ る行為 か らなる22項

目を対象 と した 。 そ の行動が過去 3 カ 月間に どの くらい

あ っ た か
， 「逸脱行為 をす る友人 の 存在」， さ らに 「親 へ

の愛着」「学業能力」「自己価値の低さ 」を尋ね た 。中学

生 の 中で 何 らか の逸脱行動 を し て い る者は 1割程度で ，

それ もほ と ん どが 一度だ けで 終 わ っ て い た 。 中学校 3年

生 の と き に 重篤な 逸脱行為を経験 し て い る 生徒 （13 名 ）の

うち 7名 が 軽微 な逸脱 行為 か らの 深化 で あ り， 他 は 1 年

生 か ら の 重篤 な逸脱行為経験を報告し て い た 。 結果 と し

て ， 逸脱行為 をす る友人 の存在が非行の 深化 と関係の あ

る こ とが 示 さ れ た 。また ，子 ど もの 認知す る親 へ の愛着

が ， 逸脱行為 の予防や 介入に 重 要で あ る可能性 も示唆さ

れた。さ ら に，学業 の つ まずきが非行 へ 向か わ せ る 可能

性 も示 唆さ れ た 。

　吉澤 ・吉 田 ・原田 ・海上 ・朴 ・中島 ・尾 関 （2009） は ，

社会的環境 を集合的有能感 とい う観点か ら捉えて ， 反社

会 的行動 との 関連 を見て い る 。 集合的有能感は ， 共同体

近 隣 の 住人 が 居住者 の 共 通 の 価値観 を認識 し
， 効 果的な

社会的 コ ン トロ ール を維持す る た め の 弁別的能力 と定義

さ れ て い る 。 大学生 を対象に ， 小 ・中学校時代 に最も長

く住 ん で い た 地域 に つ い て の集合的有能感を測 る た め に ，

「非公式社会的統制」と 「社会 的凝集性」か らな る 尺度を

作成 して い る。さら に ，共 同体暴力経験，社会的 ル
ー

ル

の 適切性 ， 規範的攻撃信念 ， 認知的歪 曲 ， 社会 的自己制

御 ， 日常活動 ， 反社会 的行動 な どに つ い て調査 した 。 集

合的有能感 と共同体暴力経験 を説明変数 と し て ，他 の 指

標 と の 関連 を見た と こ ろ ， 集合的有能感 は 反社会的行動

を抑制す る だ けで な く，望 ま し い 社会化 を 反映す る各指

標 に肯定的な影響を及 ぼして い た 。 集合的有能感 が 直接

に で は な く，社会化指標に媒介さ れ て 間接的に 反社会的

行動 に影響す る こ とが示 さ れ た 。

お わ りに

　総じ て ， 祉会部 門の 発表論文 に は大学生 を対象 と し て

い る研究が 多い こ とが わか る 。こ れ は研究対象が 求め や

す い と い う こ と に よ る もの で は な い か と 考 え られ る。学

校教育の 問題 を考 え る．．ヒで は ， 小学校か ら高校 まで の児

童生 徒 を 対 象 と し た 研究 が 望 ま れ る の で あ る が ， 児童 生

徒 を対 象 に す る こ とが大変 困難 に な っ て きて い る現状 を

反映 して い る の で あ ろ う。「研究 の た めの 研究 」と理解 さ

れ な い よう に ， 現場 との 共同研究とい う形で ， ときに は

ア ク シ ョ ン リサ ーチ と い う視点か らの 研究も必要 で あ る

か もしれな い 。

　教育現場に お け る研究 と な る と ， 条件を統制す る こ と

も難 し く，粘 り強 い 観察 な ど が 必 要 に な っ て くる。結果

に つ い て も因果関係 を明確に 示 す こ とも困難 とな っ て く

る。現在 の 子 どもの 問題 を解決 す るた め に は ，
い ろ い ろ

な 場所で取 られ た データ を積み 重 ね る こ と に よ っ て 問題

を明 らか に して い く こ とが必要で あ る 。

　社会的ス キ ル の 獲得 に つ い て は，こ こ で も詳 し く取 り

上 げた が ， 社会的 ス キ ル の獲得が 日常生活 の 中で は難 し

くな っ て きて い る の で はな い か と考 えられ る 。 そ の ため ，

学校 の 授業 を 通 し て で も訓練 し な け れ ば な ら な くな っ て

きて い る とい う こ とで あ ろ う。逆 に い うな ら， 子 どもた

ち が 日常の 生活場面 で 自然 に 社会的 ス キ ル を獲得 で き る

ような環境 を どう整 え る か と い うこ と も今後の課題 とな

る。

　 本稿で は ， 学校 ・学級以外に地域 に つ い て も範囲に 入

れ た。た だ ， 地域 に お け る 対人 関係 の 研究は ， 上 に紹介

し た よ うな逸脱行 動 に 関す る研究以 外 に それ ほ ど多 くあ

る わ けで は な い
。 しか し ， 子 ど もの 社会性や社会的 ス キ

ル を考 えた場合 ， 社会的 ス キ ル 訓練 に頼 るの み で はな く，

子 ど もの 発達環境 を見直す こ と は今後 の 大 き な課題 で あ

る。吉澤他 （2009） も 「現代 日本の 地域社会 に お い て
， 子

ど もの社会化へ の影響を考慮し た 地域共同体 の見直 し は

あ ま りな さ れ て い な い 」 と指摘 して い る 。

　 文部科学省が 進め て い る 「放課後 子 ど もプ ラ ン 」 に 関

し て ， 第 51回総会発表論文集に お い て研究発表さ れ た も

の が い くつ か見 られた。また 自主 シ ン ポジウ ム として ，

北原 （2009 ） に よ っ て 「「地域で の 子 ど も を育 む』た め に ，

心理 学は何が で き る か
一

放課後子 ど も教室 の取 り組み を

め ぐっ て一」が企画さ れ て い る。こ の 施策は ，児童 の 放

課後の あ る べ き 姿 と し て ， 異年齢児童 も含め て 子 ど も同

士 が 関わ る場 で あ っ た り，地域 の 大人 と の 関わ りの 場 で

あ っ た りす る こ と を期待 して い る もの で あ る 。 地域 で の

活動が 子 ど も の 社会性 の 発達や 社会的 ス キ ル の 獲得に ど

の よ うに関わ っ て い る か に つ い て の研究 は ま だ少な い
。

今後 こ の よ うなテ
ー

マ の 研 究 も期待 され る 。
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