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幼児の 制 裁 と して の 攻撃に 対す る善悪判 断 と特殊抑止 機 能 に 関す る認知

　　一社会 ・道徳的な話 し合 い を通 して一

　　　　　　　　 越中康治

（み づ き保育園
・広 島大学大学院教育学研究科）

　社会 心 理 学 の 分 野 に お け る研究 か ら，制裁 と して

の 攻撃 （違反 者に 対す る罰 と して の 攻撃）は，公 平回復 倦

反 者 に 制裁 を加 え る こ とに よ っ て 遵法者 との 問 に 公 平 を 回 復

す る ），特 殊 抑 止 （違反 者の 違反行 為 に 対 す る動 機 づ け を 低

減 させ る） 等 の 社 会的機能 を有 し，攻撃行動 で ある に

もか か わ らず正 当化 され や す い こ とが 明 らか に され

て い る （大渕，2000）．幼児 を 対象と した 研究 に お い て

も，制裁 と して の 攻撃 に 対す る善悪判 断 は
一

様 で な

く，全 体 と して ，よ い と も悪い と もい えな い と判断

され る 傾 向 に あ る こ と （越 中，教育心 理 学 研 究 投 稿 中〉，

自 らが 攻撃被害を受 け た 際 ，第 三 者 が 加 害者 に 制 裁

と して の 攻撃を示 し た 場合 に，幼児 は 「嬉 し くな る 」

と回 答 す る傾向 に ある こ と （越 中，発 達心 理 学会 2003＞

な どが 明 ら か に され て い る．幼児 も，成人 と 同 様，

制裁 と し て の 攻撃 が 公 平回復機能 を有 す る と判断 し，

制裁 と して の 攻撃 を 正 当 化 す る傾向 に あ る こ とが 示

唆 され る．し か し なが ら，制 裁 の 特 殊 抑止 機能 に 関

す る 幼児 の 認 知 に つ い て は 明 らか にされて い な い ．

　違反者 の 行為を矯 正 す る た め に 制裁 と して の 攻撃

を示 す べ き か 否か とい う問題 は ，
一

種 の 道徳的 ジ レ

ン マ （相反 す る 主 張，見解 が認 め られ る状測 で あ る、「懲

らしめ るた め に攻撃を加 え る こ と は 有効 で あ る」 「攻

撃 を 加える こ と は 逆効果 で あ る」 「い か な る 理由 か ら

も攻撃 を 加 え るべ きで はない 」 な ど様 々 な判断が な

さ れ る 可 能性 が あ る．本研究 で は，幼児 の 制裁 と し

て の 攻撃に 対 す る 善悪判 断 と特 殊 抑 止 機能 に 関す る

認 知 と の 関 連 を探 る こ と を 目 的 と して，社 会 ・道徳

的な話 し合 い を行 っ た ．

　　　　　　　　　　 方法

　著者 が 勤務す る保育園 に 在籍す る 年中児，年長児 8

名 （男女各 4 名 ；平均月 齢 61 ヶ 月，月齢範 囲 55 ヶ 月
〜66 ヶ

月 ）を 対 象 と し て ，男 女 別 に 仮 想 の ジ レ ン マ に っ い て

話 し合 い を 行 っ た．まず，主人公 （男児 では 「太郎 くん L

女 児 で は 「花子 ち ゃ ん 1） が ，
い つ もク ラス の お 友達 の

こ と を 叩 い て 泣 か せ て い る と い う物語 を提 示 した．

そ して ，
厂お 友達 に 意地 悪 しな い で 」 と言 っ て 主 人 公

を叩 い た ら主人 公 が 意地悪 し な く な る か 否 か，さら

に，叩 く こ とが よ い こ と か 否 か ， 挙手 に より回答を

求め た．そ の 後，この 問題 に 関 して，自由な意見及

び 理 由 づ け を 求 め た．De　Vries ＆ Zan （1994）の 「社会
・

道徳的な話 し 合 い 」 を 参 考 に して ，以 下 の 点 に 留意

した （  意見 の 相違が 無理な く見つ け られ る よ うな 問 題 を選

ぶ，  子 どもに ジ レ ン マ の あ るお 話 を何 度で も読み 聞か せ る．

  子 どもが お話 の 中の あ らゆ る視 点を認識 す るよ う援助す る．

  自 由 に答 え られ る質問 をす る．  保 育者 が繰 り返 し言 うこ

と に よ っ て ，子 ど もた ちが 自分 た ちの 考え を 明 確に で きる よ

う援助 す る．  あ らゆ る意見 と 立 場 を受 け入 れ る）．な お ，

対象児は ， 園 で 日常，い か な る理由が あ っ て も人 を

叩い て は い け な い と指導 されて い る．話 し合い に は，

雑 談 を含 め ，男女各 30分程 度 を 要 した ，

　　　　　　　　　　 結果

　話 し合 い の 流 れ 及 び 幼児の 主 要 な 発 言 を 以 下 に 記

す、男児 を Bl〜4
， 女児を G1 〜4 と表記 し，そ の 発

言を 「 」 内に ，著者の 発 言 を （）内 に 記 し た．

男 児 の 話 し合 い

（1）挙 手 に よる回答

制裁肯 定 派 億 地 悪 し なく なる，よ い こ と ）； Bl，B2，B3

制裁否定派 億 地 悪 す る，悪 い こ と） ：B4

（2）話 し合 い の 内容

B1，B2 ，B3 に （叩 くの は ど う して よ い こ となの ？ ）

Bl 「自分がね　どれ だ け痛い か を　確か め る」

B2 「叩 い た らね 　太 郎 くん や め る と思 う けん 」

B1 「叩 くの は し ょ うが な い か もね 」

B4 に （叩くの は ど うして 悪 い こ とな の ？）

B4 「（太 郎 く んが ） か わ い そ う じゃ け ん …
」

　（確 か に 叩 い た らか わ い そ うか も しれ ない ね．で も，

み ん なは 叩い た 方 が い い と思 うの ？）

．Bl 「ん
一，悪 い こ とす る け ん 〔叩 い た 方が い い ）」

　（悪 い こ と した ら，叩 い て もい い の ？）

B2 「（叩 い た ら） ダメ 」 （制裁 肯定→否 定）

Bl 「や り返す しか ない 」

B2 「…3 回 や り返 す し か な い 」 （再 び制裁 肯定 ）

B3 匡立唾 なか っ た ら太郎 くん が ） バ ッ チ とする か も

しれ ん 」

（太郎 くん が お友達 の こ と 叩 くの は い けな い ん だよ

ね ？ 　み ん なが太郎くんを叩 くの はい い の ？）

Bl 「い い こ と ！」

B2 「わ るい こ と ！］ （再 び制裁否定）
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B2 に （どうし て ？ ）

B2 「だ っ て ね，や め て っ て 言 っ た らね，〔1叩か な くて も

太郎 く ん が意地悪 を）や め て くれ る と思 う もん 」

BI 厂（太 郎 くん が 意地 悪 して い る こ と を） ○○ ち ゃ ん （保

育補助者）に 知 らせ る しか な い …j（制裁に 否 定的 とな る ）

（B3 くん は どう思う ？）

B3 「（太 郎 くん を〉 もう
一』

回 ゴ チン する」

（や っ ぱ り太 郎 くん を 叩 い た 方が い い の か な ？ ）

B4 「ダ メ で す 」

Bl 「ダ メ だ よ や っ ぱ り」

B2 「叩い た ら越 中 くん 階 者） とか に 怒 られ る」

BI 「も し叩い た ら，あ っ ち （太郎 くん 〉か ら も叩 か れ

ちや う」

（そ うい え ば，ア ン パ ン マ ン っ て ，悪 い こ と した

バ イ キ ン マ ン に ア ン パ ン チ す る よ ね ？　み ん な も

ア ン パ ン マ ン み た い に叩 い て い い の か な？）

B4 「（それ で もダメ．太郎 く んが） ま た や り返す か ら」

B3 「（で も〕だ っ て 　や め て くれ る か も しれ ん けん 」

Bl 「ロ い た 方が 機嫌直すか も しれない 」 （r太 郎 くん が

反 省 す るか も し れ な い 」 の 意 か ？）

B4 「だっ てね，叩 い て もしょ うが な い か ら
…

」

Bl 「ダメ．ダ メ だ け ど （叩 くの は ） し ょ うが ない 」

B2 「叩い た らダメ じゃ け ん ね，み ん な泣 くけん ね，

や め た ほ うが い い 」

女 児 の 話 し合 い

（1）挙手による回答

制 裁肯定 派 億 地悪 しな くなる，よい こ と） ： Gl

制裁 否 定 派 億 ±也悪す る，悪い こ と）： G2 ．G3 ，G4

（2）話 し合 い の 内容

Gl に （叩 くの は ど う して よ い こ となの ？）

Gl 「痛い か ら （意地 悪 をやめ るか もし れ ない ）
…

」

G2，G3，G4 に （叩くの は ど うして悪 い こ と なの ？ ）

G3 「だ っ て，（仕 返 しに 自分 も） 叩 い た ん だ もん 」

G2 「え っ とね一，（自分 も） 叩 い た け ん…
」

G4 「…」

　（そ うい え ば ，ア ン パ ン マ ン っ て ，悪 い こ と し た バ

イ キ ン マ ン に ア ン パ ン チ す る よね ？　み ん なもア ン

パ ン マ ン み た い に 叩 い て い い の か な ？ ）

G1 「（叩 くの は ）い い こ とだ と思 う．｛花子 ちゃ ん も）悪

い こ とす る けん 」

G2 「だ っ て
， もう （花子 ち ゃ ん が ） 叩 か な い よ うに せ

ん とい け ん け え，叩 い た らや め る か も知 れ ん け ん （叩

くの はよい こ と）」 （制裁否定→肯定）

G3 ，　 G4 （首 を 傾げる．意見 を求め る が発 言せ ず）

G2 「あと，も う 1 つ あ る ん じ ゃ ，え っ とね，叩い た

ら ダメ ．人 （花 子 ちゃ ん 〉 も痛 い け ん 」 （再 び制 裁否 定〉

（や っ ぱ り叩 か ない 方が い い の か な ？）

Gl 「（花 子 ち ゃ ん 荊 叩 い たけん ね，や り返 し た
…

（方

が い い ）．（著者 ： ど う して ？） 意地 悪 せ ん よ うに な る 」

G2 「（で も） 自分 も叩 か れ た く ない か らtt・
」

（G3 ち ゃ ん，G4 ちゃ ん は ど う思 う ？）

G4 （首 を 傾げ る）

G3 「グー
で や っ た ら （い け な い と 思 う〉

…
」

q2 「パ ー
は い い け ど ね」 （再 び 制裁に 肯定 とな る）

GT 「や さ し くや っ た ほ うが い い 」 （態 度 が軟 化 〉

（や っ ぱ り花子ちゃ ん を叩い た 方が い い の か な ？ ）

G2 「叩 い た ら，み ん な花子 ち ゃ ん の こ と大嫌 い に な

る け ん，叩 か ん 方がい い っ て （教えて あげた方 がよい ）」

GI 「（で も｝ 話 ，聞 い と らん か っ た らね 　prlく」

（話 を 闘か な か っ た ら 叩 い て もい い の ？　本 当 ？ ＞

G2 「ほ ん ま よ」 （Gt．G4 は 同意 し て 頷 く，G3 は 首を傾げ る ）

（や っ ぱ り花 子 ち ゃ ん を叩 い た 方 が い い 0）か な ？）

G1 「（叩 くの はよい が 〉す ごい 勢 い で 叩い た らい けん 」

G2 「（で も） 1 歳 さん とか 2 歳 さん が ね，真似す る か

も知 れ ん けん （叩 くの は よ く な い か も しれ な い ）l

GI，　 G3，　 G4 （頷 き 同意す る）

（叩 くの は い け な い こ と か な ？）

G2 「ほ ん まはい けん よ」

（い い と き も あ るの ？　 ど う して ？ ）

G2 「だ っ て ，花 子 ち ゃ ん，本当は 自分 で （自分 の こ と

を） 叩 く か も知 れ ん け ん 」

　　　　　　　　　　 考察

　 男児 で は，制裁肯定派 が 優勢で あ り，違反者 に 対

す る 制裁 の 特 殊 　止 機能 を肯定的 に 評1 す る発 言 が

多 く見 られた ．一
方，女児 で は ，制裁否定派 が優勢

で あ っ た が，違 反 者 に 対 す る 制 裁 の 程 度，違 反 者 の

反 応などの
’

況要因に よ っ て は 制裁 を 許容 で き る と

墮 が多く見 られ た．この 結果 は ， 日本 の 幼児

が，攻撃行動を慣習領域 の 行為 （行 為 自体 が善悪 を 規定

す る性 質 を 持た な い ）と して とらえて い る こ と を指摘 し

た 先行 研 究 （KMen ．＆ Suey・shi，1995 ） と
一

致す る．特 に

制裁 と し て の 攻撃 が 特 殊抑止 機 能 を 有す る と判 断 す

る者は，
一

貫して ， 制裁 と して の 攻繋 をよい こ と，

や む を え な い こ と と主張す る傾向 に あ っ た．なお，

こ うした 傾向 は，面談 に お い て，過 去 に しっ け と し

て 体罰 を 用 い て い た こ とが 確認 され て い る 家庭 の 子

ど も に 強 く認 め られ た ．攻撃 を 許容 し ない 道徳性 を

培 う上 で は，家庭
・
園 に お い て 攻撃行動 が 問題解決

を 行 う上 で 有効な手段 で ない こ とを幼児 に伝 え，大

人 も自ら実践す る こ とが重要で あ る と考え られ る．
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