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（要 約 ）

　教育実習 中、実習 生 は 日頃 行 っ て い る コ ーピ ン グ方 略 と比 べ 、よ りポ ジ テ ィ ブ な コ
ーピン グで 対人 ス トレ ス に

対 処 して い る こ とが み と め られ た。実 習 中 は積極 的 に 人 間 関 係 を改善 しよ うと努 力 し、関係 を放棄
・
崩壊 させ た

り、問題 を先送 りす る よ うな コ
ー

ピ ン グの 使用 頻 度は 低 下 す る こ とが 実 証 され た。実 習 中 の コ
ーピ ン グ の 方 略 は 、

日常使用 し て い る 方略 と 関 係 して い る の で 、よ り充 実 した 実 習 と な る た め に は、日常 か らの ス トレ ス マ ネ ジ メ ン

トな ど の 心 理 教育の 導入 が 必 要 で あ る。ま た 、対 人 ス トレ ス コ ーピ ン グ は、保 育者 効力 感 と も密 接 な 関係 が み と

め られ 、保育者効力感の 高い 実習生 は低 い 実習生 と比 較 して、よ り積極的な コ
ー

ピ ン グを行 っ て い る とい う結 果

が 得 られ た。

（キ
ー

ワ
ー

ド）

　教育実習、ス ト レ ス 、保育者効力 感、コ
ー

ピ ン グ

問題 と目的

　教育実習 が 実習生 に 多 くの 肯定的な効果 をもた らす で あろ うこ とは 予想 で き る が
、 その ために は 実習

中体験す るさま ざま な ス トレ ス に効果的に対処 し、乗 り越 えて い か なけれ ばならな い 。実習 で は、子 ど

もや 保 護者と の 関係 、実習先の 先生 と の 関係 、他 の 実習 生 との 関係 、実習業務 な ど、実習 生 が 今 ま で 経

験 した こ との な い ス トレ ッ サ
ー

が数多 く存在す るで あろ う。
ス トレ ッ サ

ー
に 対処す る こ とを、コ

ーピ ン

グ と い う。Lazarus＆ Folkman （1984）は、ス トレ ス が 生 じ る た め に は 、まずそ の 事態が個人 に とっ て脅

威 だ と判断 され る こ と、そ して そ の 事態 に どれ だ け うま く対 処 で き る か と い う個人 の 認 知 が 関 与 し て い

る こ と、そ して 、対処 と心身 の 健康 とは大 き く関係 がある こ とを述 べ て い る。実習生に とっ て 実 り多 い

実習となる た め の 要因 と して 、実習中の ス ト レ ッ サ
ーに 対 し て 、それを ど れ くらい 強い ス トレ ス と認知

した か 、そ して 、どれ くらい 効果的な コ ー ピ ン グ方略で ス ト レ ッ サ
ーに 対 処 で き た か 、など が 深 く関与

して い る と考え られ る。

　坂 田 ら （1999）は 4 年制大学 の 教育実習 生 が実習期間中 に経験す るス ト レ ス を測定 し、ス トレ ッ サ
ー

尺度 の 項 目 を 、
「基本的作業 ス トレ ッ サー

」 「実習業務ス ト レ ッ サ ー
」 「対教員 ス ト レ ッ サ ー

」 「対児童 ・

生徒ス トレ ッ サ
ー

」 「対実習生 ス トレ ッ サ
ー

」 に分類 して い る。望木 （2007） は保 育専攻 学生 に対す る

調 査 に お い て、実習未 経験 の 学生 が 実習 に 関 し て 不安や 心 配 に 感 じ る こ と は 、「対子 ど も」 「対先 生 」 が

非常に多い とい うこ と、 また 、 実習中強 くス ト レ ス を感 じ る の は 、「基本的作業 （日誌を書く）ス トレ ッ

サ ー
」 で 、そ の 次に多い の は、「対子 どもス トレ ッ サ

ー
」 「対先生 ス トレ ッ サ

ー
」、で あ る こ とを示 し た。

そ れ らに 加 えて 、保育専攻生 の 場合、「対保護者 ス トレ ッ サ
ー

」とい う対人 ス トレ ス が存在す る 。
こ の よ

うに、実習 中に体験す る ス トレ ッ サ
ー

に は対人 関係に 関する もの が多く、それ らの ス トレ ッ サ
ー

に対 し、
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どの よ うな対処を行 うかが、実習を有意義 なもの とで きるか どうか の 重要な ポイ ン トだ と考え られ る。

本研 究 で は 、 対人 ス トレ ス コ
ーピ ン グ 尺度 （加 藤、2000） を 用 い て 、人 間関係 に 起 因 し た 実習中の ス ト

レ ス フ ル なイ ベ ン トに対す る対処 の 仕方を測定する。加藤 （2000＞が作成 し た尺度は 、 ポジテ ィ ブ関係

コ
ーピ ン グ、ネガ テ ィ ブ関係 コ

ー
ピ ン グ、解決先送 り コ

ー
ピ ン グの 3 つ の 下位 尺 度 か らな っ て い る。日

常的に使用す る コ ーピ ン グ の タ イ プ は 精神 的健 康に影響を与える （Lazarus ＆Folkman 、1984）とされ る

が、力t］ee （2001）はLazarus らス トレ ス モ デル を発展 させ 、対人 ス トレ ス モ デル を提唱 して い る。こ の

モ デ ル は、先行条件 と して の パ ーソ ナ リテ ィ が 媒介過程 で あ る認 知的評価、コ ーピ ン グの 選択 に影響 を

及ぼ し、コ
ーピ ン グの結果 と して 個人 の精神的健康が決定す る と仮定 して い る。実習における認知的評

価の
一

つ に 保育者 効力感 が含まれ る と仮 定す る と、保 育者効力感は対人 関係 コ
ーピ ン グに影響を及 ぼす

と考え られ る 。

　実習を肯定的に とらえ る こ と が で きるか ど うか は 、実習生 の 自己効力感 の 高さとの 関連 が予測 され る。

Bandura （1977）は 、人 の 行動変容 に は 2 つ の 予 期機能が 関係 し、 1 つ は 結果 予期、も う 1 つ は 力予期

だ と提唱して い る 。 結果予期とは 、 あ る行動 がどの よ うな結果 をもた らすか とい う予期 、効力予期 とは、

あ る 結果をもた らす行動 をどれだ け うま く行 え る か と い う予期 で あ り、あ る行動を こ れ か らどれ くらい

効果的に遂行できるか とい う認 知を 「自己 効力感 （self −
efficacy ）」 と呼ん で い る 。

三 木 ・桜井 （1998）

は保 育の 場 面 で の 自己効力感を 「保育者効力感 」 と呼び、保育場面 に お い て 子 どもの 発 達に望 ま しい 変

化 を もた らす こ とが で き る で あ ろ う保 育的行為 を とる こ とが で き る 信念 だ と定義 し て い る。本研究は、

三 木 ・桜井 （1998） の 方法 に 従 っ て 、保 育者効力感 へ の 教 育実習 の 効果 を 測 定し、同時 に 対人 ス ト レ ス

コ
ーピ ン グ との 関連を検討す る こ とを 目的 とす る。

方　法

調査対象者

　三 重 県私 立 保育者養成A 短 期大学 1年 生 166名 を 対 象 に 、質問紙調査 を実施 し た。

調査手続き

　平成 19年 6H 、入 学後初め て の 教育実習 （6 日間）が 6 月 中旬に実施 され、実習開始 1 週 間前に 実習

前質 問紙調 査 、実習終了 日か ら 2 日後に実習後質問紙調査を実施 し た 。 質問紙 と同時 に、自由記述 に よ

る ア ン ケ ー ト調査 を行 っ た。

質問紙

  対人 ス トレ ス コ ーピ ン グ ： 加藤 （2000＞の 対人 ス トレ ス コ
ーピ ン グ尺度 34項 目、を用 い た 。こ れ は 、

　人間関係に 起因し た ス トレ ス フ ル なイベ ン トに対す る対処 の 仕方、す なわち対人 ス ト レ ス コ ーピ ン グ

　の 個人差を測定する も の で ある （加藤、2000）。 ド位 尺 度と して は 、ポ ジテ ィ ブ 関 係 コ
ー

ピ ン グ （積

　極 的にそ の 関係 を改 善 し、よ り よ い 関係を築こ うと努力す る コ ーピ ン グ方略）、ネガテ ィ ブ 関係 コ
ー

　 ピ ン グ （関係を放棄 ・崩壊す るよ うな コ
ーピ ン グ方略）、解決先送 りコ

ーピ ン グ （ス ト レ ス フル なイ

　 ベ ン トを問題 とせ ず 、時間 が 解決す る の を 待 つ よ うな コ
ー ピ ン グ方 略〉 の 3 つ の 下 位 尺 度 で あ る。回

　答は 4 件法 （0 − 3点）で 求め 、得点範囲は 、 ポジテ ィ ブ関係 コ
ーピ ン グ （16項 目）O− 48点、ネガ テ ィ ブ
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　関係 コ ーピ ン グ （10項 目） 0− 30点、解決先送 り コ
ーピ ン グ （8 項 目） 0− 24点で あり、得点が高 い ほ

　ど各 コ
ーピ ン グの 使用頻度が 高い 。実習前 の 調査 で は、日頃 の 生 活 に お け る ス トレ ス 対 処 に つ い て 回

　答 し、実習後 の 調査 で は 、実習中の ス トレ ス 対処につ い て 回答す る よ うに 求 め た 。

  保育者効 力感 ：三 木 ・桜井 （1998）が研究 の 中 で 、最終的な保育者効力感項 目と し て 採用し た 10項 目

　で あ り、保育者効力感 とは、保 育場面にお い て 子 ど も の発達 に 望 ま しい 変化 をもた らす こ と が で きる

　で あ ろ う保育的行為 をとる こ と が で き る信念で あ る。回答は 5 件法 （1− 5点）で求め、得点範囲は、

　 10− 50点 で ある。得点が 高い ほ ど、効力感 が高い
。

質問項 目

　実習前後で、次の ような内容 の ア ン ケ
ートを 行 っ た。

実習前 ： ま もな く実習 が 始ま りま す。実習に 関し て、不安や心配 に思 っ て い る こ と を具体的 に あげて く

　　　　だ さい （自由記述）。

実習後 1 （1 ）実習中、あなたが
一

番 ス トレ ス を感 じた こ と は、何で した か 。　（2 ）今回 の 実習で 、あな

　　　　たが学んだ こ とは 何 で すか。　 （3 ）今回 の 実習に つ い て 、
一

番自分 に近 い と思 うもの は どれ で

　　　　すか （5 ・とて も うま くい っ た 　4 ・ま あ ま あ うま くい っ た　3 ・ど ち らで もない 　2 ・あま

　　　　り うま くい か なか っ た　 1 ・ま っ た くだめだ っ た）。（1 ）（2 ）は 自由記述、（3 ）は被検者 が該

　　　　 当す る とこ ろに ○をっ けた。

結　果

　調 査を実習前後 で 行 っ た た め、結果を 「実習前 」 「実習後 」 と表現 し て い るが、「実習前」 の コ
ーピ ン

グ は 実習前 まで の 日常生 活にお け る 対人 ス トレ ス の 対処方法、「実習後 」 は 「実習中」 の 人間 関係 へ の

ス ト レ ス の 対処方法 を尋ねた結果 で ある。 コ
ーピ ン グ の 下位尺 度 ごとに α 係数 を求 め た と こ ろ 、

「ポ ジ

テ ィ ブ関係 コ
ーピ ン グ 」 実数前，89、実習後，91、「ネガテ ィ ブ関係 コ

ー ピ ン グ」 実習前．78、実習後 84、

「解決先送 りコ
ーピ ン グ 」実習前．82、 実習後．82、とい ずれ も高い 値が得 られ 、 十分な信頼性 を もつ も

の と い え る。

　コ ーピ ン グ の 下位尺度に お け る実習前後 の 得点 の 比較 を行 っ た結果 （Table1 ）、ポジテ ィ ブ関係 コ
ー

ピ ン グは実習後得点が高くな り （実習前22．・83→ 実習後 31．29）、一
方、ネガテ ィ ブ関係 コ

ーピ ン グ は実

習後得点 の 減少 が み られ る （実習前8．81→ 実習後3．50）。また、解決先送 りコ
ーピ ン グは実習後減少 し

て い る （実習前 10．45 → 実習後 8．41＞。実習前後に お け る 下位 尺度 コ
ーピ ン グ得点 の 平均値 の 差 の t 検定

を行 っ た 結果、ポジテ ィ ブ関係 コ
ーピ ン グ、ネガ テ ィ ブ関係 コ ーピ ン グ、解決先送 りコ

ーピ ン グの 3 つ

Table　1 実習前後に おけるコ
ーピング下 位尺度の 平均得点

実習前 実習後

M SD M SD t値

ポジテ ィブ関係コ
ーピング

ネガテ ィブ関係 コ ーピング

解 決先送りコ ーピング

22，838

．8110

．45

9．774

．965

、36

31．293
、508

．41

10．12　　− 11．07 　
＊ ＊＊

4，20　　　　11．25　
＊ ＊＊

5．15　　　　　4．35 　
奉 ＊＊

注 1
率＊ ＊

P＜．001
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の 下位尺 度すべ て に お い て 0．1％水準 で 有意 で あ っ た （ポ ジテ ィ ブ関係 コ
ーピ ン グ ： t （156）＝ − 11．07，

p く ．001、ネガテ ィ ブ関係 コ
ーピ ン グ lt （150）＝IL 　25，p 〈 ．001、解決先送 りコ

ーピ ン グ ： t （161）；

4．35
， p く ．001）。 本研究の被検者はほ とん どが 女子学生 で あ る の で 、加藤 （2003）が 行 っ た対人 ス ト レ

ス コ
ーピ ン グの 女子 大学生 の 結果 （ポジ テ ィ ブ関係 コ

ービ ン グ20．5、ネガ テ ィ ブ関係 コ
ーピ ン グ7．7、

解決先送 りコ
ーピ ン グIL8 ） と比較 を行 うと、実習後はポ ジ テ ィ ブ 関係 コ

ーピ ン グの 頻度は非常に 高ま

り、ネガ テ ィ ブ関係 コ
ーピ ン グ、解決先送 りコ

ーピ ン グは、低下する こ と が 明 らか で あ る。

　次に、保 育者効力感 尺 度得点 に つ い て 、信頼性 を検討す る た め に Cronbach の α 係数を求めた結果 、10

項 目全体で、実習前．87 、 実習後 87で あ り、十 分な信頼性 が確認 された。10項 目全体に お い て 実習前後

で平均 の 差 の 検定を行 うと、有意差 は み と め られ な か っ た。こ れ は、三 木 ・桜井 （1998）が実習前後に

よ る効果を み と め た結果 とは異な る。各項 目 に お け る実習前後 の 平均値 を示 したの がTable2 で あ る が、

1 ．厂私 は 、子 どもに わ か りやす く指導す る こ とが で き る と思 う」、 9 ，「私 は、 1 人 1 人 の 子 どもに 適

切 な遊び の 指導や援助 を行 え る と思 う」 の 2 項 目に お い て 、実習前後 の 平均値の 差が 5 ％水準 で 有意差

　　　　　　 Table　2 実習前後に おける各保 育者効 力感得点の 平均得 点

一 一
M 　　　　 SD M 　　　 SD　　　 t値

保

育

者

効

力

感

尺

度

項

目

12345678902，842
．812

．733

．112

．793

．083
、123

．143

．1了

3．53

0．920

．861
．001
．040

．880

．820

．850

．890

，820
．87

3．002
．882

．793

．042

，853

．083

、163

．283

．283

．48

0．930

．880

．971
．020

、840

、780

．860

，95

α890
．88

一2．47 ＊

一
α94

−0．810

．88
−0．80
−0．10
−0，65
− L86　†

−2．48 ＊

0．73

注 ：

＊

p〈，05，
卞

p＜，10

がみ とめ られ た （Lt （165）；− 2．47，p ＜ ．05、9．t （162）＝− 2．　48，　p＜ ，05）。ま た 、 8 ．厂私 は 、ク ラ ス

全体に 目む け、集団 へ の 配慮 も 十 分 で き る と 思 う」 の 項 目で は 、10％ の 傾 向水準で差が み と め られ た

（t　（165）＝ − 1．86，p〈 ．10）。

　実習 に対す る 自己 評価は 、5 段階評定で 、「と て も うま くい っ た 」 が 5 点、順に 4 点、 3 点、2 点、

「ま っ た くだ め だ っ た 」 が 1 点 とい うよ うに得点化 し、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Table　3 実習後の 自己評価

そ の 結果をTable　3 に示 した。70％近 くの 学生が 「とて
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 N

も うま くい っ た 」、「まあ ま あ うま くい っ た 」 と自己 評

価 して お り、実習を肯定的 に と らえ て い る学生 が 多か っ

た。

　次 に、対人 ス トレ ス コ
ーピ ン グ 尺 度 の 3 つ の 下位尺

度 、保 育者効 力感、実習 の 自 己 評価 、
の そ れ ぞ れ 実習

とてもうまくい っ た

まあまあうまくい っ た

どちらで もない

あまりうまくい かなか っ た

まっ たくだめ だ っ た

未記入

9104261755

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 N＝ i66

前後の得点 に つ い て 、相関係数 を求 め た結果 が Table4 で あ る。各 尺 度 間の 相関関係 で あ る が 、実習前
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Table　4 各尺 度 の α 係 数 と変 数 間 の 相 関係 数

α 係数 　 　2）

の実習前 のポジティブ関係コ
ー

ピング

2）実 習後 のポジティブ関係 コ
ー

ビング

3）実習前の ネガティブ関 係 コ
ーピン グ

4）実 習後 の ネガティブ関係 コ
ーピング

5）実習前 の 解 決先送 リコ ーピン グ

6）実習後 の 解 決先送 りコ
ー

ピン グ

7疾 習前 の 保 育者効 力 感

8溪 習後 の 保育者効力感
9）実習の 自己 評価

89917884

．82
．8287

．87

54
寧榊

　　　　
．11　　　　　　12　　　　　　27

榔
　　　　　16

串
　　　　　40

御畔
　　　　　33

榊 獅
　　　　．11

3）　　 　 4）　　 　 5）

『．19
尾
　　　　一23聯　　　　10

　 　 　 ．21
掌
　　　 、15

　 　 　 　 　 　 　 ．05

6）　　　　　　7｝　　　　　 8）　　　　　 9）

−05　　　　　　38
幅嬰

　　　　．47
奮榊

　　　　　22
桝

11　　　　　−28．寧ホ　　　ー30
啝ケ息

　　　
一
〇3

．42ヰ
悼
　　　一20僻　　　　一、23韓　　　　

一
〇7

．36
累ホ卓

　　　．07　　　　　．G3　　　　　−．02
　 　 　

−．06 　　　　
−．08　　　　 ．03

　 　 　 　 　 　 　 65
“事寧

　　　　、19
寧

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　、33桝

注 ：

−tp

く001，
林
pく 01．’pく 05

の ポジ テ ィ ブ関係 コ
ーピ ン グは 、実習後 の ポ ジ テ ィ ブ 関係 コ

ー
ピ ン グ （r − ，54，p ＜．001）、実習前後 の

解決先送 り コ ーピ ン グ （前 ： r ＝ ．27，p＜ ．Ol、後 ： r ＝．16
， p＜ ．05）、実習前後の保育者効力感 （前 ：

r − ．40，p＜ ．GO1、後 ： r − ，33，　pく．OOI） と有意な相関が あ っ た。実習後 の ポ ジ テ ィ ブ関係 コ
ーピ ン グ

は 、実習前後 の ネガ テ ィ ブ関係 コ ー ピ ン グ （前 ： r ； 一．19，pく ．05、後 ： r ＝一．23
，
　pく ，01）、 実習前

後の 保育者効力感 （前 ： r ＝．38，p＜ ．OOI、後 ： r ；．47，　p＜．001）実習の 自己評価 （r ＝，22，　p 〈 ．Ol）、

と有意な相関がみ と め られ た。次に、実習前 の ネガ テ ィ ブ 関係 コ
ー

ピ ン グ は 、実習後の ネガ テ ィ ブ関係

コ
ーピ ン グ （r ＝．21，p く ．05）、実習前後 の 保 育者効力感 （前 ： r ＝一．28 ， p＜ ．001、 後 ： r ＝一．　30，　p

＜ ，OOI） と有意な相関があっ た。実習後の ネガ テ ィ ブ関係 コ
ーピ ン グは 、実習後 の 解決先 送 りコ

ーピ ン

グ （r − ．42，p 〈 ．001）、実習前後 の 保育者効力感 （前 ： r ＝一．20，p〈 ．Ol、後 ： r ＝ 一，23，p ＜ ，01） と

有意な相関があ っ た。実習前 の 解決 先送 りコ
ーピ ン グは、実習後 の 解決先送 り コ ーピ ン グ （r

− ．36，p

く ．GO1 ） と有意な相関がみ とめ られ た。実習前 の 保育者効力感は、実習後 の 保育者効力感 （r − ，65，　p

く ．OO　1）、実習の 自己 評価 （r ＝．19，　p＜ ．05）、と有意な相関 が み とめ られた。実習後 の 保育者効力感 は 、

実習 の 自己評価 （r ＝．33，p〈 ．OO1）、と有意な相関があ っ た。

　保育者効力感尺度得点 10項 目全体に お い て 、実習前後で 平均値 の 差 の 検定を行 うと有意 差 は み とめ ら

れな か っ た が 、よ り詳 し い 分析 を行 うた め に、実習後の 保育者効力感に お い て 得点高グル
ープ （平均値

＋標準偏差以 ヒ）、得点低 グル
ープ （平均値

一
標 準偏差以 下） の 2 グル

ー
プ の 実習生 を選び出し た。得

点高 グル
ー

プ、得点低 グル
ー

プ の そ れ ぞ れ の グ ル
ープ で 、コ

ーピ ン グ 得点 と保育者効力感 得点 の 実習前

後 で の 平均値 の 差 につ い て t検定 を行 っ た結果が、Table5 で あ る。ポジ テ ィ ブ関係 コ ーピ ン グで は、高

グル
ープ の み、実習前後に有意差がみ とめ られ （t （16）＝

一一3．63，pく ．01）、低グル
ー

プ で は み と め られ

　　　Table　5 保 育者効力 感得 点の 低群 と高群 に おける、コ
ーピン グ得 点の 平 均値

保 育者 効 力 感

高 群 低 群

N M SD N M SD

ポ ジティブ 関係コ
ーピン グ

　 　 　 　 　 　 　 　 実 習前

　 　 　 　 　 　 　 　 実 習後

ネガティブ 関係コ
ーピング

　 　 　 　 　 　 　 　 実 習前

　 　 　 　 　 　 　 　 実 習後

解 決 先送 リコ
ーピン グ

　 　 　 　 　 　 　 　 実 習前

　 　 　 　 　 　 　 　 実 習後

保 育者 効 力 感

　 　 　 　 　 　 　 　 実 習前

　 　 　 　 　 　 　 　 実 習後

17

18

18

t8

29．293847

983761

10897

、56

38．2941
．41

10．55 …
　 　 　 ＊＊

8．02

4、49
　 　 　 ＊＊ ＊

213

4．61
　 　 　 †
5．16

415
　 　 　 ＊

3．16

20

19

19

20

18．552200

1174589375

つ
）

08

23．4020
．05

9．591041

603
　 　 　 ＊＊

4986194

．78

5．92
　 　 　 ＊

422

注 二

桝
P〈．001，

＃
P〈．01，

’
P 〈05，

tp
＜．10
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な か っ た 。 ネガ テ ィ ブ 関係 コ
ーピ ン グ は 、高グル

ープ、低 グル ープ とも に、実習前後 で 有意な差が み と

め られた （高 ： t （17）＝4．52，p 〈．OOI、低 ： t （18）＝3．04，
　p〈 ．01）。 解 決先送 りコ

ーピ ン グは、高グル
ー

プ に お い て実習前後 で 10％ の 傾向差があ っ た （t （17）＝− 3．63，p 〈 ．10）が 、低グル
ープ に は な か っ た。

保育者効力感 に お い て は、高 グル
ー

プ、低 グル
ープ とも に 、実習前後 で有意な差がみ とめ られた （高 ：

t （17＞＝− 2．37，p ＜ ．05、低 ： t （19）＝・2．63，p 〈．05）が、高 グル
ー

プ は 実習後保育者効 力感 が 高ま るの

に 対 し て 、低 グ ル
ープ で は 効 力 感 が 低 下 し て い る。

　ア ン ケ ー ト調 査 の結果 （Table6 ） か ら、実習前 に学生 が 不安や心 配 に 思 っ て い る こ との 多くは 、子

ど も へ の 接 し方、先生、保護者 へ の 対応 の 仕方、ま た は 、各保育業務に つ い て で あ る こ とが分か る。ま

た実習後 の 調査 か らは、実習 中、学生 が
一

番 ス ト レ ス を感 じ た こ とは 、 日誌 を書く こ とで あ り、次 に、

子 ども、先生 、保護者、他の 実習生、との 人間関係 に 関す るス トレ ス を多くの 学生 が 報 告し て い る。ま

た 、実習 で 学ん だ こ と は 、子 ど も へ の 接 し 方、保育に関す るさま ざ ま 知識 ・技術を あげ る学生が多か っ

た 。

　 Table　6 実 習前後の ア ンケ ート結果

　 　 　 　 　 　 　 　 実 習 前

実習で不 安 や 心配 に思 っ て い ること〔複 数 回答あり〉

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 実 習 後

N　　実習中、一番強くス トレス を感 じた こと 〔複 数 回答 あ り）

子 どもへ の 接し方

先生 へ の 接し方

保護 者 へ の 接 し方

保育業 務 に 関すること

自分 の 能 力や 資質

日 誌

すべ て不安、自信 がない

なし

未記 入

752585529114145661

＝N

日誌

子どもとの 関係

先 生との関 係

保護者 との 関係

他 の実 習 生 との関 係

人 間関係

保 育 業務 に関 すること

自分 の 力不 足、体 調

な し

そ の他

未記入

N一
67432233219187210

実 習で 学 んだこ と （複 数 回答あり）

子 どもへ の 接し方

保 育 における態 度

保育に おい て 大 切な こと

保 育 の 内 容

保 育 の 技 術

先 生 との 接し方

保 護 者との接 し方

日 誌

そ の他

未 記 入

　 N112

　 35
　 22
　 12

　 9
　 4

　 3
　 4
　 17

　 8N
＝166

考　察

　実習中、多 くの 実習生 が人間関係 にお い て ス トレ ス を感 じ て い る こ とが確か め られた。対人 ス トレ ス

を積極 的に対処 で きるか どうか が 、学生 の 教育力、保育力 の 向 ヒを左 右す る で あ ろ う。西坂 （2002） は

幼稚園教諭の 精神的健 康に影響を及 ぼす要 因 の
一

つ に、「園内 の 人間関係 の 問題 」 を あげて い る 。 対人

ス トレ ス へ の コ ーピ ン グの タイ プ を検討 し て み る と、日常生 活 と比 較 して 、実習中 の 対 人 ス トレ ス に 対

して は 、実習生 は ポ ジ テ ィ ブ で 、精神的健康 へ つ なが る コ
ーピ ン グの 方略 を取 っ て い る こ とが 明 らか に

な っ た。つ ま り、実習中の 方が 日常 で 行 うコ
ーピ ン グ よ りも、ポジテ ィ ブ関係 コ

ー ピ ン グの得点 が有意

に高く、ネガ テ ィ ブ関係 コ
ーピ ン グ と解決先送 り コ

ーピ ン グの 得点 が 有意 に 低 くな っ て い る。それ は、

加藤 （2003） の 対人 ス トレ ス コ ー ピ ン グの 女子 大学生 の 結果 と比較 して も明 らか で あ っ た 。日頃行わ れ
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る ポジテ ィ ブ関係 コ
ーピ ン グ は 、実習中の ポジ テ ィ ブ関係 コ ーピ ン グと、また、日頃行 われ るネ ガテ ィ

ブ関係 コ ーピ ン グ は実習中の ネガ テ ィ ブ関係 コ ーピ ン グと 、 それぞれ 正 の 相関 が み と め られ た た め 、日

頃 の ス トレ ス 対処 の 方略 と同 じの タイプ の 対処法を、実習中に も用 い る傾 向が ある と理 解で き る 。

　それ に 対 し、保育者効力感 は 実習前後 で 有意 な差 が み と め られ な か っ た 。しか し、保 育者効力感 は 、

実習前後 の ポ ジ テ ィ ブ関係 コ
ーピ ン グと正 の 相関、ま た 、実習前後の ネガ テ ィ ブ関係 コ ーピ ン グ と負の

相関がみ とめ られ、したが っ て、保育者効力感 とコ
ーピ ン グ方略 とは 密接 な関係 にあるとい う結果 が 示

された 。 実習後 の 保育者 効力感 に お い て 、 得点 の 高い 群 と低 い 群 に分 けて 分析 を行 っ た と こ ろ 、低 い 群

で は、日頃行 われ るポ ジ テ ィ ブ 関係 コ
ーピ ン グと実習 中の ポ ジテ ィ ブ関係 コ

ーピ ン グ、日頃行われ る解

決先送 り コ
ーピ ン グ と実習中 の 解決先 送 り コ

ーピ ン グ との 問 で 、有意な差は み られ な か っ たが、高 い 群

で は傾向差をふ くめ て 差がみ とめ られ た 。 また、保育者効力感 に つ い て は 、 低 い 群 で 実習前 よ り実習後

の 方 が有意 に低 下す るが、高 い 群 で は逆 の 結果 を しめ して い る。したが っ て、保育者効力感の 認 知と、

ス トレ ス 対処 に 用 い る コ
ーピ ン グ 方略 とが 関連 して い る、と考 え ら れ る が 、保育者効力感が高 い か ら効

果的な コ
ーピ ン グを行え る の か 、効果的な コ ーピ ン グを行 うか ら保育者効力感が高くな る の か 、こ の 点

が 疑問と し て 残 る。加藤 （2001） の ス トレ ス モ デ ル に お い て 、パ
ー

ソ ナ リテ ィ は 認知的評価 を媒介と し

て コ
ーピ ン グ に影響する 、 とい うこ とを実証 し て お り、認 知的評価 を保 育者効力感 と置き換える と、本

研究 の 結果 は保育者効力感 とい う認知的評価 が コ
ーピ ン グに影響を及 ぼ して い る、とい う結論に な る で

あろ う。以 上 の 結果 と、望木 （2007） の 結果 か ら、教育実習 は 実習生 に と っ て ス ト レ ス の 大 き い イ ベ ン

トで はあ るが 、日常で行 うコ
ーピ ン グ と比 べ よ り精神的健康をもた らすよ うな コ

ーピ ン グ方略 を用 い る

こ と、
一

般的 自己効力感 ・保 育者 効力感 を高 め る こ と、達成動機 を高め る こ とな ど、多 くの 側面にお い

て 実習生 に 肯定的な影 響を与 えて い るこ とが明 らか とな っ た。

　教育実習に お ける実習生 の 教育力を高め る ための 指導 として は、まずは、保育者効力感 を向上 させ る

ため に、保育業務に 関す る ス キル の 向上 が あるだ ろ う。た と えば、ピ ア ノ や読み聞か せ 、手遊 び な どの

レ パ トリ
ー

を増やす こ とや、技術の 向上 に よ る、保育 へ の 自信感を高め る指導が重要で あ る 。 また 、 人

間関係に 対する ス トレ ス マ ネジ メ ン トな どの 心理教育などが有効で ある と思われる。嶋崎 ・森（1995）は、

保育技術に 対する 自信感や円滑な人間関係能力 へ の 自信感 な どが、幼稚園教諭 の 健康 を維持 す る 要因 で

あ る、と指摘 して い る。ス トレ ス が 起 きる機 序 の 理解、ス トレ ッ サ
ー

をス トレ ス と して 認知し な い よ う

なス キ ル 、ス トレ ス を軽減する よ うなス キ ル 、な どを身 に つ け る よ うな実習事前教育 の 実施 が望ま しい 。

また 、効果的な 自己 表現 の た め に 、ア サ
ー

シ ョ ン トレ
ー

ニ ン グ を導入す る こ と も考 え られ る。近年 、健

常者 の ス トレ ス マ ネジ メ ン トに おい て は認 知行動療法 が 大い に 活用 され て い る が、そ こ で 課 せ られ る ホ
ー

ム ワーク の
一

つ で あ る セ ル フ ・モ ニ タ リ ン グの 技法が実習 に は 有効 で は ない だ ろ うか。こ の よ うな ス ト

レ ス マ ネ ジメ ン トを実際行 っ た場合 、はた して 実習 中 の ス トレ ス を回避 で きるの か、また、保育者効力

感を向 上 させ 、教育力 の 向上 を もた らす こ とが で きるの か 、を検討する こ とが今後 の 研究課題で ある。
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