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昨今, 幼児及び児童・生徒の体力・運動能力は

年々低下の傾向を示している (文部科学省体育局

体力・運動能力調査報告, 東京都教育委員会東京

都児童・生徒の体力・運動能力調査報告)｡ この

原因の一つとして, 生活環境の変化に伴う運動遊

びの減少などが考えられてきた｡ また, この運動

遊びの減少は子どもの体力・運動能力の低下だけ

でなく, 対人関係やパーソナリティの形成などの

ような心理的な発達にも影響を与えていることが

報告されている (例えば, 杉原ら)��)｡ このよう
に, 運動遊びが心身の発達に果たす役割からして,

現代の子どもの健全な発達にとっては, 運動遊び

の機会を増やしてやることが重要であると考えら

れる｡

実際, 幼児期の運動遊びなどの運動経験は, パー

ソナリティの中核になる自己概念の形成に影響を

及ぼしているといわれている｡ 特に, 運動経験の

中で認知する運動有能感は, 認知心理学的な視点

から自己概念の形成に重要であることが指摘され

ている (例えば, �����������������))｡ このよう
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に幼児期は, 運動経験を通して自己の有能さを認

知することで肯定的な自己概念の形成につながり,

結果としてポジティブな行動傾向へとつながって

いる｡ 逆に, 運動経験の中での自己の無力さの認

知は, 否定的な自己概念の形成につながり, 結果

としてネガティブな行動傾向へとつながっていく｡

つまり, 幼児期にどのように自己の有能さを認知

するかが, その後のパーソナリティの形成にも運

動能力にも大きな影響を与えているのである｡ こ

の点, ��������８) は, 運動能力と自己認知は発達
の過程を通じてお互いに相互作用しあうと指摘し

ている｡ このように, 幼児期は有能感の多くを運

動の経験を通して認知しているのである｡�����������������) は, 運動経験の質的な側面
について直接観察法から得られた幼児の日常の身

体活動パターンが運動能力と運動有能感に与える

影響に関して調べた｡ その結果, 幼稚園で活発な

身体活動を経験している幼児は, 経験していない

静的な遊びを好む幼児に比べて運動能力や運動有

能感が高いことを報告している｡ 日常の身体活動

の経験の中で幼児が活発な身体活動を選択すると

いうことは, 日々の生活の中で, 身体活動に興味,

関心や重要性を感じているためだと考えられる｡

つまり, 運動に関して, 興味や関心, 重要度の高

い幼児ほど, 身体活動を好み, 結果として運動能

力に影響を及ぼしていることが推測される｡ この

ように, 幼児が自分で運動をすることが重要であ

ると捉えることが, 運動有能感を高め, 結果とし

て運動能力などの運動発達に影響を及ぼしている

と考えられる｡ 一方, この重要度に関して藤崎４)

は, �����������５)に基づいて桜井・杉原��)が作
成した幼児用の認知されたコンピテンス尺度のう

ち, 学習面・運動面・仲間からの受容の３領域に

ついて, 自分にとってどの程度重要であると捉え

ているかを測定し (藤崎３)), コンピテンスの自

己評価である現実評価と重要性評価との関連を検

討した｡ その結果, 現実評価が重要性評価を上回っ

ていることが認められたが, 両者間に有意な相関

は認められなかった｡ また, 運動面に関して男児

は女児よりも重要度が高いことや運動, 仲間, 学

習の領域間が独立していることが報告されている｡

このように, 幼児においては, ３つの領域相互に

独立して重要度を捉え, さらには現実評価との関

連性は認められなかった｡ しかしながら, 藤崎
３) の研究では, 現実の自己評価である有能感と

重要度との関連について着目して研究を進めてい

るが, これまで運動面での研究で指摘されてきた

運動有能感とポジティブな関連のある運動能力と

の関連に関しては明らかにされていない｡ そこで,

本研究では, 幼児の遊びの中で認知している幼児

の運動に関する重要度が運動有能感及び運動能力

とどのように関連するかについて明らかにするこ

とを第一の目的とした｡

さらに, 親が子どもの意欲や効力感, しつけに

対して重要なモデルの役割をしているという報告

(桜井��), 東１), 松田・鈴木��) ��), 松田ら��)) やス
ポーツをおこなう子どもの認知や情動に与える影

響として親の信念や態度, 行動が影響していると

いう報告もある �例えば, ������２))｡ 幼児期は,
ピアジェの考えに従うと前操作期の段階であり,

まだ自己を知覚するスタイルとしては自己中心的

な傾向にある｡ その結果, 現実的でない過大な自

己評価を招いている�金城・前原９))｡ また, 運動

に対する有能感は仲間からの受容感と母親からの

受容感によって支えられている (桜井��))｡ この
ように, 幼児の運動有能感や幼児の運動の重要度

の背景に, 母親の存在が大きな影響を及ぼしてい

ると考えられる｡ そこで, 母親のかかわりや運動

への考え方 (重要度) が幼児の運動有能感や運動

重要度とどのように関連があるのかを明らかにす

ることも目的とした｡

以上の点から, 本研究では, 全変数の尺度得点

を算出し, 運動能力を従属変数としたパス解析に

よって, 子ども及び親の重要性評価や親の関わり,

また運動有能感といった独立変数との間にどのよ

うな因果関係が見られるかを検討した｡
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１�被験者
Ａ幼稚園 ���名：男��名, 女��名) およびＢ幼
稚園 ���名：男��名, 女��名) の年長児クラスの
幼児��名とその母親を被験者とした｡ 幼稚園側お
よび家庭に関して前もって, 研究の意義など説明

し, 研究の同意を得て調査した｡������
１) 幼児に対する調査��) 幼児運動能力検査
東京教育大学心理学研究室作成の幼児運動能力

検査の���走, 立ち幅跳び, 両足連続跳び越し,
ソフトボール投げ, 体支持持続時間の５種目を行っ

た｡ 測定された記録は, 杉原ら��)が作成した男女
別・年齢別の幼児の運動能力判定基準表により,

５段階の評定点を用いて処理をおこなった｡��) 幼児の運動有能感尺度
本研究では�����������５)の定義に基づき, 有
能感を ｢自分の行為に対する自己評価｣ であり,

｢自分は○○ができる｣ という自己知覚であると

した｡ そのため本研究では, 杉原ら��) による改
訂運動有能感尺度を用いた｡

この尺度は, 幼児が質問内容を理解しやすいよ

うに運動経験の内容を具体的に３つの連続した絵

で示された尺度で, ｢どっちの子に似ているかな｣

というゲーム形式で実施される｡ 測定種目は, な

わとび, かけっこ, 鉄棒, ボールとり, 跳び箱,

のぼり棒, 水遊び, うんていの８種目であった｡

１枚の絵カードには, 各種目の運動に対して有能

感を持っている子どもと有能感をもっていない子

どもの２種類の様子がそれぞれ３枚の連続した絵

で示されている｡ ８枚のカードのうち, ４枚はそ

の運動に関して有能な子どもの絵が右側に描かれ

ており, 残りの４枚は左側に描かれている �端か
ら, 大・小・小・大の順に配列)｡ ２種類の絵の

下にはそれぞれ２つの円が描かれていた｡ この２

つの円は, 円の上に描かれている行動の程度や頻

度を大きさによって表現したものである｡ 被験児

は最初に２つの絵のうち一方を選択し, 次に, 選

択した絵の下に描かれている大小２つの円のうち

一方を選択する｡ 幼児の回答には２回の２件法に

よる４段階評定で, 有能感の高い回答から順に,

項目ごとに４点, ３点, ２点, １点と得点化した｡��) 幼児の重要性尺度�����������５) に基づいて桜井・杉原��)が作成
した幼児用の認知されたコンピテンス尺度のうち,

学習面・運動面・仲間からの受容の３領域につい

て, 自分にとってどの程度重要であると捉えてい

るかを測定する重要性尺度�藤崎３))を用いた｡

３領域についてのコンピテントな子ども �学習
面については, ｢絵の上手な子｣ ｢パズルの上手な

子｣, 運動面については ｢走るのが速い子｣ ｢ジャ

ングルジムに登るのが上手な子｣, 仲間関係につ

いては ｢園庭で遊ぶ友だちがたくさんいる子｣

｢遊びに誘ってくれる友だちがたくさんいる子｣)

のうち, 異なる２領域の子どもを図示した６枚の

絵カードを呈示し, ｢どちらの子のようになりた

いか｣ を尋ねる二者択一の方式で回答を求めた｡

絵カードは, 領域別に選択された数を重要性評価

の得点とみなし, 最大で４点とした｡

２) 母親に対する調査��) 母親の重要性評価
幼児の重要性評価とおなじ項目について質問し

た｡ 幼児の面接法とおなじ順番に質問を並べ, 異

なる２領域が得意な子のうち, 自分の子どもにど

ちらの子のようになって欲しいかを尋ねた｡ 回答

は, それぞれの問いに対し, 二者択一で行い, 全

部で６問を実施した｡ 絵カードは, 領域別に選択

された数を重要性評価の得点とみなし, 最大で４

点とした｡��) 幼児の運動場面における母親の関わり方
武田・中込��)の親の行動に伴うメッセージの項
目を参考にして, 幼児の運動場面に関する質問に

書き換え, 幼児の運動場面における母親の関わり

方を尋ねた｡ 親の行動に伴うメッセージの項目は,

森, 中本, 桐谷：運動の重要度と親の運動へのかかわりが幼児の運動有能感の発達に与える影響
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擁護要求の自信強化メッセージ５項目, 援助メッ

セージ５項目, 成就欲求の結果志向メッセージ２

項目, 情動評価メッセージ２項目, 支配欲求の価

値メッセージ３項目の計��項目について尋ねた｡
回答はぞれぞれの文に対して, ｢よくあてはまる｣

から ｢まったくあてはまらない｣ の４段階評価と

した｡

３) 手続き

幼児の運動能力の測定に関して, Ａ幼稚園では

１日, Ｂ幼稚園では２日に分けて行った｡ それぞ

れの種目は, 実施前に ｢ここでは○○のゲームを

するよ｣ と教示を与え, 良い見本・やってはいけ

ないことを説明した｡ その後, クイズ形式で良い

やり方・悪いやり方を幼児に確認して順番に実施

した｡ 幼児の運動有能感と重要性評価の測定は,

個人面接によって実施し, ２つの測定は同じ実験

者によって連続して行われた｡ 母親に対する調査

は質問紙で実施し, ２つの幼稚園それぞれで担任

から配布してもらい後日回収した｡

４) 分析方法

パス解析に関しては, ����の�������を使用
し, 男女を込みにして分析を行った｡� �
全変数の尺度得点を算出し, 運動能力を従属変

数としたパス解析によって, 子ども及び親の重要

性評価や親の関わり, また運動有能感といった独

立変数との間にどのような因果関係が見られるか

を検討した｡ 但し, パス解析において, 幼児およ

び母親の全調査項目の中に欠損値のある被験者は

分析から削除した｡ そのため, 本分析で用いた分

析対象者は男児��名, 女児��名の総計��名となっ
た｡

１) 運動能力テスト及び運動有能感

運動能力テスト, 運動有能感の平均と標準偏差

を������と������に示した｡ 運動能力の得点
として, 各項目の合計を求めた｡ 同様に, 運動有

能感に関しても各項目の合計点を運動有能感の得
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������ 運動能力の得点��ｍ走 立ち幅跳び
両足連続
跳び越し

ソフトボール
投げ

体 支 持
持続時間

合計点

男児
平均 (点)
標準偏差

�������� �������� �������� �������� �������� ���������
女児

平均 (点)
標準偏差

�������� �������� �������� �������� �������� ���������
全体

平均 (点)
標準偏差

�������� �������� �������� �������� �������� ��������������� 運動有能感の得点

なわとび かけっこ ボール
とり 鉄棒 跳び箱 のぼり棒 水遊び うんてい 合計点

男児
平均 (点)
標準偏差

�������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ���������
女児

平均 (点)
標準偏差

�������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ���������
全体

平均 (点)
標準偏差

�������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ���������



点とした｡ 性差を検討するために各得点に関して,

対応のない�検定を行ったが, 有意な差はどの項
目にも認められなかった｡ よって, 男女混合 (全

体) の得点を以降の分析に使用した｡

２) 子ども及び親の重要性評価

子ども及び親のそれぞれの重要性評価の得点の

平均と標準偏差を������に示した｡ 子どもの重
要性評価の得点に関して, 性差を検討するために

対応のない�検定を行った｡ その結果, 運動面の
重要性に関して, 有意な差が認められたが ��＝����������), 他の項目に関しては有意な差が認
められなかった｡ また, ３つの領域間の差に関し

て, 有意差が認められた (全体；�������)＝������������, 男児；�������)＝������������,
女児；�������)＝�����������)｡ そこで, ��������の多重比較を行ったところ, 全体及び女児
では学習面が他の領域に比べ有意に低く ������),
さらに, 男児では, 運動面が最も重要度が高く,

次いで仲間関係, 学習面の順で有意に高くなって

いた ������)｡ また, 重要性評価の３領域間の関
連に関しては各領域別に負の有意な相関が認めら

れた (全体；������������� �������男児；��������������������女児；�������������������)｡ さらに, 重要性評価の３領域と運動有能
感の間の関連に関して調べたところ, どの領域と

もに有意な相関は認められなかった (������)｡
３) 子どもの運動場面における母親の関わりに関

して

｢子どもの運動場面における母親の関わり｣ に

ついての��項目の質問に対して, 最尤法, バリマッ
クス回転により因子分析を行った｡ まず, 因子数

を指定せずに行った結果, 固有値１以上の因子が

５因子抽出されたが, 第４因子以下に負荷をもつ

項目は, １～２項目と非常に少なく, 解釈が不可

能であった｡ そのため, 固有値 (�第１�������第
２�������第３�������第４�������第５�����) 及
び因子の解釈のし易さを考慮し, 因子数を３に指

定して再度, 因子分析を行った｡ その結果, ３因

子までで����％が説明され, 因子負荷量�����以
上の項目の内容について解釈した (������)｡ 第
１因子は, ｢うまくできたら, ほめてあげる｣ ｢で

きなかったことができるようになった時, ほめて

あげる｣ などの褒める行為が含まれる項目で,

｢受容承認メッセージ｣ と名付けた｡ 第２因子は,

｢失敗したら, 励ましてあげる｣ ｢“きっとできる

よ”と声をかける｣ などの励ます行為が含まれる

項目で, ｢援助メッセージ｣ と名付けた｡ 第３因

子は ｢“できるように頑張りなさい”と言う｣ ｢い

つでも努力するようにと言う｣ などの結果志向や

運動遊びだけでなく人生全般にわたって親が有す

る価値観を伝えるといった行動と解釈できる項目

で, ｢価値メッセージ｣ と名付けた｡

この尺度の信頼性を検討するため��������の
α係数を求めた結果, 全体で���と高い信頼性が
得られたのをはじめ, 因子ごとでも第１因子���,
第２因子���, 第３因子���と高いものであった｡
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������ 子ども及び親の重要性評価

運動面 学習面 仲間関係

子ども
(男児)

平均(点)
標準偏差

�������� �������� ��������
子ども
(女児)

平均(点)
標準偏差

�������� �������� ��������
子ども
(全体)

平均(点)
標準偏差

�������� �������� ��������
親

平均(点)
標準偏差

�������� �������� �������������� 重要性評価と運動有能感の相関係数

相関係数

運動面 学習面 仲間面

男 児

女 児

全 体

��������� ‐���
‐���
‐��� ���

‐������



４) 運動能力を説明する因果モデル

運動能力の結果を最終的な従属変数として用い,

それを因果的に説明するパス解析を行った｡ パス

係数は標準化偏回帰係数を用い, 有意であったパ

スのみをダイアグラムに示した｡ 分析に関して,

幼児の重要性評価の運動面において, 性差が見ら

れたため男児 (�������), 女児 (�������) 別と
全体 (�������) のすべてのパターンに関してパ
ス解析を行った｡

男児においては, 運動能力に対して, 直接関連

が見られたのは運動有能感のみであった (β＝���������)｡ この運動有能感に対して, 子ども
の重要性評価の内, 運動面 (β＝ ���������) と
仲間面 (β＝ ���������) の２つに正の有意なパ
ス係数が示された｡ また, 子どもの運動場面にお

鹿屋体育大学学術研究紀要 第��号, ����

－��－

������ 幼児の運動場面における親の関わりの下位尺度

因
子 № 項 目

因子負荷量 (バリマックス法) ��������
因子１ 因子２ 因子３ �

受
容
承
認

⑤うまくできたら ｢よくできたね｣ とほめる｡
①うまくできたら, ほめてあげる｡
③以前よりうまくなった時, ほめてあげる｡
⑧できなかったことができるようになった時, ほめてあげる｡
⑬失敗しても, ｢よく頑張っていたよ｣ と声をかける｡
⑨ ｢○○ (運動遊び) 上手だね｣ と声をかける｡

������������������ ������������������ ������������������ ���
援

助

⑭失敗したら励ましてあげる｡
⑰ ｢きっとできるよ｣ と声をかける｡
⑯ ｢今よりもっとうまくできるよ｣ と言う｡
② ｢できるようになるといいね｣ と声をかける｡

����������� ������������ ������������ ���
価

値

④ ｢できるように頑張りなさい｣ と言う｡
⑪いつでも努力するようにと言う｡
⑩一生懸命やってみるように言う｡
⑥努力することが大切だと思う｡

‐������������ ������������ ������������ ���

������� 男児の運動能力に関連する要因のバス
ダイアグラム (有意なもののみ)

親の重要性
運動面

受容・承認 運動有能感 運動能力

子の重要性
運動面

子の重要性
仲間面

���＊＊��＝���
－���＊＊ .��＊＊＊��＝��� ��＝���
.��＊＊＊.��＊＊＊

＊ｐ＜��� ＊＊ｐ＜��� ＊＊＊ｐ＜���
������� 女児の運動能力に関連する要因のバス
ダイアグラム (有意なもののみ)

親の重要性
運動面

運動有能感 運動能力

子の重要性
仲間面

.��＊＊＊��＝��� ��＝���
－.��＊＊＊
－.��＊

＊ｐ＜��� ＊＊ｐ＜��� ＊＊＊ｐ＜���

������� 運動能力に関連する要因のバスダイア
グラム (有意なもののみ)

親の重要性
運動面

受容・承認 運動有能感 運動能力

子の重要性
運動面

���＊＊＊��＝���
－���＊ .��＊＊＊��＝��� ��＝���

.��＊＊
＊ｐ＜��� ＊＊ｐ＜��� ＊＊＊ｐ＜���



ける親の関わりのうち, 受容承認に負の有意なパ

ス係数が示された (β＝－���������)｡ この受
容承認に関して, 親の重要性評価の内, 運動面の

みが直接的な正の関連を示した (β＝ ���������)｡
女児においては, 男児と同様に, 運動有能感が

運動能力に正の影響を及ぼすことが確認されたが

(β＝���������), 運動有能感に直接関連する要
因は, 男児が重要性評価の運動面と仲間面であっ

たのに対し, 女児は重要性の仲間面が運動有能感

に影響を及ぼしていた (β＝－���������)｡ ま
た, 男児においては, 親の重要性評価の運動面は,

受容承認を介して運動有能感に影響していたが,

女児においては, 直接, 運動有能感に影響を及ぼ

し, その影響は負であった (β＝－���������)｡
全体においても, 運動能力に対して直接関連す

るのは運動有能感のみであった (β＝ ���������)｡ この運動有能感に対して, 子どもの重要性
の内, 運動面に有意なパス係数が示された(β＝���������)｡ また, 子どもの運動場面における
親の関わりのうち, 受容承認メッセージのみが運

動有能感と負の関連が見られ (β＝－���������),
さらに親の重要性の運動面と有意なパス係数が示

された (β＝ ���������)｡� �
１) 運動の重要度と運動有能感の関連

幼児自身が運動, 学習, 仲間からの受容の３領

域についてどの程度重要であるかと感じているか

を調べたところ, 学習面が最も低い得点を示した｡

また, 男児では運動面が他の２領域に比べて有意

に得点が高いと同時に, 女児に比べて有意に高かっ

た｡ これらの結果は, 藤崎４)の結果と類似してお

り, 男児と女児では重要度に関して異なる傾向に

あることが示唆された｡ しかしながら, ３つの領

域間に関連が認められなかったとする藤崎４)の結

果と異なり, ３つの各領域間に負の有意な相関関

係が認められた｡ このことは, 本研究においては,

幼児にとって重要であると捉える運動面, 学習面,

仲間からの受容という領域は相互にマイナスの関

係で関連しており, 対称関係にあることが示され

た｡ また, 運動に関して捉えている重要性と現在

の運動に関して認知している有能感の間の関連に

関しては, 現実評価である運動に関する有能感の

ほうが運動重要度よりも得点が高かったが, 関連

性は見られなかった｡ 本研究では現実の自己評価

に関しては運動面に限定して調査したが, ４領域

(学習面, 運動面, 仲間からの受容, 母親からの

受容) の有能感と関連を捉えた藤崎４)と類似した

結果を示していた｡

２) 運動の重要度と親の運動へのかかわりが幼児

の運動有能感と運動能力に与える影響

これまで, 幼児期の運動能力と運動有能感の間

には関連があることは報告されてきた｡ 本研究で

は, このように運動能力と関連する運動有能感の

発達に関して, 幼児自身のもつ運動への重要性と

母親のかかわりや運動への重要性という要因が影

響していると考え, その因果関係を想定したモデ

ルについて, 運動能力を従属変数としてパス解析

を用いて分析を行った｡

現実の自己評価である運動有能感と重要度の間

には藤崎４)の結果と同様, 関連は見られなかった

が, 運動能力を従属変数としてパス解析を行った

ところ, 運動有能感の発達に関して幼児の持つ運

動の重要性が影響していることが明らかになった｡

このことは, 運動に関する重要度の高い子どもほ

ど運動の有能感は高くなり, 結果として運動能力

へと影響しているという因果関係が明らかにされ

た｡ しかしながら, 幼児の運動の重要性の背景に

母親の運動への重要性や子どもへのかかわりが関

連していると仮定したが, 結果的には相互に関連

性は認められなかった｡ ������６)は運動有能感の
ような領域に特異的な有能感とは別に, 自己価値

の全体的な感情の発達も仮定している｡ それによ

れば, だいたい８歳までに, 子どもたちは自己価

値の全体的な感情について認識することができる
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ようになる｡ 全体的な自己価値を決定するのに重

要な役割を演じる２つの主な構成要素は, 成功度

と重要性である｡ 例えば, 自分にとって重要性の

ある領域において成功度が低ければ, 全体的自己

価値は当然低くなる｡ こうした状況に関して,������は苦手な領域を割り引いておく可能性を仮
定している｡ この観点からすると, 運動が自分に

とって重要であると認知した幼児にとって, 運動

経験の中での成功度につながる運動の有能感も高

くなり, 運動を行う機会を増やし, 結果として運

動能力の発達に影響を与えることになる｡ このこ

とは, �����������������) が報告したような運動
有能感や運動能力の発達に影響を及ぼしている日

常の身体活動パターンが活発な幼児は運動に関す

る成功感を持つと同様に, その背景に本人が持つ

運動に関する重要性が影響している可能性が考え

られる｡ また, 幼児の運動に関する重要度が運動

有能感に影響を与え, 運動能力の発達に関して影

響を及ぼしたことに関して, 子どもたちが身体的

活動に関して発達させる主観的感情は運動技能を

獲得するうえで重要な役割を果たす８)という考え

につながるものであると考えられる｡

母親のかかわりや母親の持つ運動への重要度が

子どもの運動に関する考え, 重要度に影響すると

考えたが, 幼児自身のもつ運動の重要度には関連

を持たず, 母親のかかわりの中で ｢うまくできた

らほめてあげる｣ というような ｢受容・承認｣ と

いうかかわりだけが直接運動有能感と関連してい

たが, パス係数がマイナスであった｡ このことは,

幼児への運動に関するかかわりが受容的で承認し

ている母親の子どもは運動に関する有能感は低い

傾向を示すことが示唆された｡ さらに, この ｢受

容・承認｣ の因子に関しては母親が自分の子ども

に運動がうまくなってほしいとする重要度とこの

因子のみがパスでつながっており, 自分の子ども

にとって重要であると捉える母親ほど子どもの運

動へのかかわりが ｢受容承認のかかわり｣ をとる

が, その背景には, 運動能力が高くなく, 運動に

関して有能感を認知できない我が子に対して有能

感を持ってもらいたいとする親の願いがかかわっ

ている可能性が示唆された｡ このように, 親とし

て子どもの運動有能感の発達にかかわろうとして

も, 子どもの運動能力のような結果のみを捉えて

しまい, その過程に注目しなくなると, かえって

運動有能感の発達に負の影響を与えてしまう可能

性がある｡ この点と同様なことを, ������７)は,
両親の肯定的な反応は, ものごとを達成しようと

いう試みの結果だけに限るべきでなく, ものごと

を達成する過程にも与えるべきであると述べてい

る｡

さらに, この関連は男児, 女児では異なる傾向

を示した｡ 男児においては, 運動能力に対して,

直接関連が見られたのは運動有能感のみであり,

この運動有能感に対して子どもの運動面と仲間か

らの受容に関する重要度に関して関連が示された｡

また, 子どもの運動場面における親の関わりでは,

受容承認に関して負の関連で運動有能感との関係

が認められ, その背景に親の運動面への重要性が

影響していることが示された｡ このことは, 藤崎

(����) の結果と同様に, 男児では運動面が他の
２領域に比べて有意に得点が高いと同時に, 女児

に比べて有意に高く, 運動への重要度の高い男児

は, 現実の運動面に関する自己評価である運動有

能感に影響を与え, 結果として運動能力の発達に

影響していることが示唆された｡ 仲間からの受容

が正のパスでつながっていることに関しては, 男

児においては, 運動能力と運動有能感の高い幼児

は, 運動面を重視しており, 仲間にも受け入れら

れていることが重要であると捉えていると考えら

れる｡ また, 女児においては, 男児と同様に, 運

動有能感が運動能力に正の関連を示し, 運動有能

感に直接関連する要因としては仲間からの受容が

負の影響を及ぼしていた｡ 藤崎の研究では, 仲間

に受け入れられることを重視している子どもは,

実際に仲間に受け入れられておらず, 運動能力も

高いとみなされていなかった｡ 本研究の結果にお

いても仲間に受け入れられることを重視する幼児

は, 運動有能感が低く, 結果として運動能力が低

鹿屋体育大学学術研究紀要 第��号, ����

－��－



い傾向が認められた｡ 親の運動面の重要性に関し

て, 男児とは異なり, かかわりを介さずに直接運

動有能感に負の方向で影響していることは, 運動

をすることがうまくないと捉える親ほど運動に関

して重要性を感じていることを示していると考え

られる｡ このように男児・女児では運動有能感自

体には差は認められなかったが, 運動能力を従属

変数として捉えた場合, 運動有能感の発達に影響

する要因に関して性差が認められた｡����
１) 東洋 (����) 日本人のしつけと教育 発達の日米

比較にもとづいて. 東京大学出版会

２) ������������(����)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
３) 藤崎眞知代 (����) 幼児期から児童期におけるコ
ンピテンスの発達(�)－幼稚園年長時から小学校４
年時にかけての変化－. 日本教育心理学会第��回総
会発表論文集：����
４) 藤崎眞知代 (����) 幼児のコンピテンスの発達を
規定する要因－仲間と保育者の及ぼす影響－. 群馬

大学教育学部紀要 人文・社会科学編 ��：��������
５) �������������������(����) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
６) ���������(����) ���������������������������������������������������������������������������������������
７) ���������(����) �����������������������������������������������������������������������������������
８) ����������(����) 第３章 協調運動の苦手な子

どもたちの自己認知�����������辻井正次・宮原
資英 (編著) 子どもたちの不器用さ－その影響と発

達的援助－� ブレーン社.
９) 金城洋子・前原武子 (����) 幼児における自己能
力評価―認知能力および教師評定との関係－教育心

理学研究 ��(�)�����������) 松田惺・鈴木眞雄 (����) 家庭環境及び親の養育
態度と児童の効力感. 愛知教育大学研究報告�� 教

育科学編：���������) 松田惺・鈴木眞雄・富永健司 (����) 親の子育て
についての信念体系の検討－子どもの効力感との関

連から－. 愛知教育大学研究報告�� 教育科学編：

����������) 松田惺・鈴木眞雄 (����) 子どもの効力感の発達－
親の信念体系との関連から－. 愛知教育大学研究報

告�� 教育科学編���������) �������������������(����) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������) �������������������(����) ������������������������� �������� ��������� ��������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������) 桜井茂男 (����) 学習意欲の心理学 自ら学ぶ

子どもを育てる. 誠心書房.��) 桜井茂男・杉原一昭 (����) 幼児の有能感と社会
的受容感の測定�教育心理学研究, ��(�)����������) 杉原 隆・森 司朗・中村和彦 (����) 運動遊び
が幼児の心理的発達に及ぼす影響�平成７～９年度
文部省科学研究補助金 (基盤研究 �) 研究報告書
(研究代表者 杉原 隆)���) 杉原 隆・森 司朗・吉田伊津美・近藤充夫
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