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いじめや不登校に関わる不適応の類型化
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目 的

本研究の目的は，いじめ被害経験やいじめ加害経験，

登校嫌悪感といった外的な不適応と否定的な自己評価

やストレス反応といった内的な不適応の類型化を図っ

たうえで，縦断的な調査により，子どもたちの変化に

ついて明らかにすることが目的である。

方 法

調査対象者 小学校 ， 年生 名（男子 名，女

子 名），中学校 ～ 年生 名（男子 名，女

子 名）の計 名であった。

調査時期 年および 年の 月 月において

調査を実施した。 年に実施した調査は 年に

回答した児童・生徒のうち， 名が回答した。

倫理的配慮 著者らの所属する大学の研究倫理委員会

の審査を受けた。また，児童・生徒の心理的負担やフ

ォローを検討するために，教頭や学年主任，養護教諭

等と会議を重ねた後に，各調査校の校長から実施の許

可を得た。各学校の判断に基づき，保護者への説明も

文書にて行い，同意を得た。さらに，実施時には，児

童・生徒に対しても説明を行った。調査実施後の児童・

生徒については各担任が注意深く見守り，気になる児

童・生徒に関しては担任と第一発表者が協力してフォ

ローしていくことにした。

質問紙の構成

登校嫌悪感傾向 渡辺・小石 の登校回避感

情測定尺度のうち，登校嫌悪感傾向因子に高い負荷を

示した 項目を用いた。

いじめの被害経験と加害経験 岡安・高山

で用いられているいじめ加害経験といじめ被害経験に

関するそれぞれ 項目を使用した。

短縮版自己評価感情尺度 原田 の作成し

た尺度を用いた。 項目であった。

ストレス反応尺度 岡安・嶋田・坂野 の中

学生用ストレス反応尺度のうち，不機嫌・怒り感情，

身体的反応，抑うつ・不安感情，無気力的認知・思考

から 項目ずつ計 項目を用いた。

結 果

年のデータを用いて，外的不適応としてのいじ

め被害経験，いじめの加害経験，登校嫌悪感傾向の

変数で階層的クラスター分析を行った。その結果，い

ずれも得点が低い低群，登校嫌悪感傾向のみが高い登

校嫌悪感高群，いじめ被害を中心に全般的に高い高群

への 分類が適当であった。また，内的不適応として

の否定的な自己評価感情とストレス反応の つの因子

の尺度得点で階層的クラスター分析を行った。その結

果，いずれも得点が低い低群といずれも得点が高い高

群の 分類に分けるのが適当であった。類型化による

人数をクロス集計した（ ）。

内的不適応と外的不適応による類型化

外的不適応 低群 登校嫌悪感高群 高群 計

内的不適応

低群

高群

計

年のデータを用いて，類型化された分類によっ

て各尺度に差がみられるかを検討した。内的不適応に

関しては，低群と高群で差があるかを平均値差の検定

（ 検定）で検討したところ，いずれも高群の方が低

群よりも高い結果が得られた（ ）。

類型化による 年後の否定的な自己評価感

情とストレス反応の得点

低群 高群 値

自己基準 否定的自己評価 ＊＊

社会基準 否定的自己評価 ＊＊

不機嫌・怒り ＊＊

身体的反応 ＊＊

抑うつ・不安 ＊＊

無気力的認知 ＊＊

＊＊

外的不適応に関しては，低群，登校嫌悪感高群， 高

群で差がみられるかを一要因多変量分散分析で検討し

た（ ）。多重比較の結果， 年の登校嫌悪感

傾向は登校嫌悪感高群と高群が低群より高く，いじめ

被害経験やいじめ加害経験は高群が登校嫌悪感高群や

低群よりも高く， 学年進級しても傾向は同じであっ

た。最後に， 年のデータから 年のデータの

差得点を算出し，それらの値について学年による差の

検討を行ったところ，登校嫌悪感傾向においてのみ有

意な差がみられ（ ）， 年時の 年生の変化

量（ ）が 年生（ ）や 年生（ ）よりも

有意に高かった。

類型化による 年後の登校嫌悪感傾向と

いじめ被害経験，いじめ加害経験の得点

低群 嫌悪感高群 高群 値

登校嫌悪感傾向 ＊＊

いじめ被害経験 ＊＊

いじめ加害経験 ＊＊

＊＊
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