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問題と目的

1 児童 ･ 幼児 の ス ト レ ス 対処行動

児童が感 じ るス ト レ ッ サ
ー

や ス ト レ ス 反応に つ い て
, 近年

多くの 研究が 報告 され て い るが
,

その 大部分 は学校生活に ま

っ わ る ス ト レ ス に つ い て の 研究 で あ る｡ 長根 (1 99 1) は友

人関係 ･ 授業中の 発表 ･ テ ス ト な どの ス ト レ ッ サ
ー が 存在す

ると報告して い る. こ う した ス ト レ ･ンサ
ー

に 対 して 児童は問

題解決 ･ 行動的回避 ･ 気分転換 ･ サ ポ ー

ト希求 ･ 認知的回避 ･

情動的回避と い っ た方略で対処 して い る (大竹 ･ 島井 ･ 嶋乳

1 9 98) ｡ 幼児 に 関し て は, 堀池 ･ 富田 ･ 村田 ･ 久保 (1 99 9)

が保育者 を対象に 調査 を行い
, 友だ ち との けん か ･ 友だ ちか

ら命令さ れ る ･ 先生に 叱 られ る ･ 行事の 練習 を しな けれ ば な

らな い ･ 雨天で 思う よ う に 遊べ な い ･ 片付け を強要 され る と

い っ た ス ト レ ッ サ
ー が あ る こ と を報告 して い る｡ ま た嘉数 ･

井上 ･ 白石 (1 9 94) が幼稚園内で 観察 を行 っ た と こ ろ, 友

だ ち と の けん か ･ 仲間外れ な ど の 友人関係, 先生に 叱 られ る

などの ス ト レ ッ サ
ー の存在が示され た｡ また,

サ ポ ー ト希求 ･

問題解決
･

情動的回避 ･

行動的回避 ･ 認知的回避 ･ 対処せ ず

とい う 6 種類の 対処行動が 見 られ た｡

そ れ で は
, 幼児 ･ 児童 は家庭内で どの よう な ス ト レ ッ サ

-

を感 じ
,

ど の よ う に 対処 し て い る の で あ ろ う か ｡ B l o m
!

C h e n e y & S n od d y ( 19 86) は , 児童が 家庭 で 出会 う ト レ ス

フ ル な ラ イ フ イ ベ ン トを調査 した｡ そ の う ち上位 に あ げられ

たもの は親の 死や離婚と い っ た特異的で深刻なで き ごと で あ っ

た が
, 第3 0 位ま で の 中 に は親 と の 口 論 や き ょ う だ い 間の 競

争 など
, 子 どもが 日常的 に体験す るで き ごとも含まれ て い た｡

しか し日本に お い て は
,

こ う した家庭内の ス ト レ ッ サ ー や 対

処方略に 関する調査は
, 幼児 ･ 児童 ともに 見当た らな い

｡ し

たが っ て
, 幼児が 家庭内で ど の よう な ス ト レ ッ サ

ー を感 じ
,

どの よう な対処方略を採 っ て い る の か を調査する必要が あ る

と い え よ う｡

2 食生活と ス ト レ ス耐性

食生活 の バ ラ ン ス が取れ て い ると
,

生理学的に ス ト レ ス 耐

性 を保 っ こと が で きるが
,

バ ラ ン ス が崩 れ ると ス ト レ ス 反応

を生 じや すく な る｡ 板倉 (2 0 00) は成人 を対象 と し た 一

般

的な栄養学 の観点か ら
,

レ モ ン に 含ま れ るク エ ン 酸が 疲労回

復作用を持 ち,
レ モ ン の その 他 の 成分も抗 ス ト レ ス 作用を持

つ と述 べ て い る｡ ま た大沢 (1 98 6) は , 成人 の 囚人 に 対 し

て ど タ ミ ン B l を欠乏させ た食事 を っ づ け たと こ ろ
,

イ ライ

ラや 協調性の 欠如 な どを招い た とい う研究 を紹介 して い る｡

ビ タ ミ ン B l も エ ネ ル ギ ー

代謝 に 必要 な ため
,

こ れ が欠乏す

る と疲労感が蓄積 した り脳の 活動水準が 低下 し て しま う｡ そ

の 他に
,

カ ル シ ウ ム や鉄,
マ グ ネ シ ウ ム

,
カ リ ウ ム な ど の ミ

ネ ラ ル が欠乏する と
, 神経伝達物質が十分に 機能 しなく なる

ため
, 集中力の 低下やイ ラ イ ラ感な ど を生む危険Eq 子 と なる

(大沢
,
1 99 4) ｡ した が っ て , 野菜や果物 な どか ら ど タ ミ ン 類

を十分に 摂取する こ と ば
,
生 理的 に ス ト レ ス 耐性 を維持す る

ため に 必要 で あ る｡

また
,

シ ョ 糖 の 過剰摂取が生 理的 に ス ト レ ス 耐性を 低下 さ

せ て しま う こ と が明 らか に な っ て い る｡ 清涼飲料を大量に 飲

ん だ り 菓子類を多く食 べ る こ と は
,

シ ョ 糖 を 一

時的に か な り

多量 に 摂取する こ と に つ な が る｡ 大沢 (1 98 6) が紹介 し て

い る研究で は
, 大学生を対象 に次 の よう な実験を行 っ た｡ 食

事 の 代わ り に ご飯や パ ン と同 じカ ロ リ ー 量 の シ ョ 糖 を摂取 さ

せ た と こ ろ, 血糖値が 摂取前の 約 2 倍に 跳 ね上が っ たが
,

2

時間後に は摂取前 の 半分以下 に低下 して しま っ て い た｡ こ れ

に 対 して ご飯や パ ン を摂取 した場合 に は
, 摂取後の 血糖値 は

約3 0 % 程度上昇す るだ け で あ っ た｡ 血糖値 はそ の 後徐々 に 低

下 し て い き, 2 時間後 に は摂取前 と は ぼ 同じ レ ベ ル を維持 し

て い た｡ つ ま り,
シ ョ 糖は 一

時的に は血糖値 を高め るが
,

そ

の 後急激な血糖値の 低下を招く ため
,

か え っ て 低血糖症状態

に な っ て しま う の で あ る｡ ヒ トの 脳 は コ ル チ ゾ ル (糖質) 杏

最も消費する器官で あ り, 低血糖状態 に なる と集中力が 低下

した り,
め ま い を感じ たり, 怒り っ ぽくな っ たり する こ とが

報告 され て い る (大沢
,
1 99 4) ｡ 清涼飲料 や菓子類 に よ る シ ョ

糖の 摂取が 多い と比較的短時間 で 低血糖状態が生 じる た め
,

イ ライ ラが 生じ やすく な ると い え る｡ その 結果,
ス ト レ ス フ

ル な場面 に お い て 泣い た り っ た りする反応が増 え ると考え ら

れ る｡ す なわ ち,
ス ト レ ス 場面 に お い て 有効な対処行動が と

* い ずみ 幼稚 園
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れ なく な る の で あ る｡

先行諸研究を総合す ると;
バ ラ ン ス の

.
取れ た食生活をす る

こ と に よ っ て ス ト レ ス 耐性 を廃っ こ とが で き るが
, 食生活が

偏 る と ス ト レ ス 耐性が 低下 して しまう と い え る｡ しか し こ う

した研究は
, 青年 や成人を対象に し た もの で あ り, 同様 の 結

果が 幼児 に対 して も適用で き るか に つ い て は調査報告が な い
｡

そ こ で
, 幼児を対象 に 食生活が どの よう な ス ト レ ス 反応 ･

対

処行動を生 むの か を調査する必要が あ ろう｡

3 本研究の 目的

本研究の 目的 は, 食生活が 幼児の ス ト レ ス 対処行動 に及 ぼ

す影響を調査する こ と に あ る｡ 第 1 節 で述 べ た よ う に
, 家庭

に お け るス ト レ ッ サ
ー

に つ い て の 調査報告が な い た め に
,

ま

ず家庭内で の ス ト レ ス 場面 と ス ト レ ス 対処行動を特定する必

要が あ る｡ 本研究で は
, 予備調査に よ っ て 家庭内で の ス ト レ

ス 場面 と対処行動を調査する｡

ま た第2 節 で 述 べ た よう に
, 幼児 を対象と した食物摂取 と

ス ト レ ス 対処行動と の 関連に つ い て は調査報告が 見当たら な

い
｡ そ こ で本調査と し て

, 幼児の 保護者を対象 に
, 日常的な

食物摂取や食生活の 習慣 と ス ト㌣ス 対処行動 の 関連性 を調査

する｡

しか し幼児が対処行動 を決定す る際に は, 個人の 気質的な

要因が関与 して い るもの と思 われ る｡ 気質 は新生児期 か ら見

られ る神経活動 パ タ ー ン の個人差で あ り, 興奮 の しやすさ や

鎮静 の し やす さ, 反応の 持続性 な ど の 形 で 表れ る (菅原,

1 9 96) ｡ 幼児期 に は, 食生活以 外に こ う し た生得的な要因 に

よ っ て ス ト レ ス 耐性に 個人差が生 じる も の と考 え られ る｡ し

たが っ て 本調査 に お い て は
, 乳児期の 気質 に つ い て も併せ て

調査を行 い
, 気質 と食生活の 実態か ら対処行動が 予測で き る

か どう か を検討す る｡

本研究 に お け る仮説 は以下 の 2 点で あ る｡

①欲求不満耐性や鎮静性と い っ た気質の 要因が
, 行動的回

避 (怒る ･ 物 に あた るな ど) や情動的回避 (泣く) と い っ

た
, 社会的に 望ま しく な い 対処行動 に結 び っ い て い る｡

② ビ タ ミ ン や ミ ネ ラ ル を摂取 して い る幼児 は問題解決的な

対処を採 る こ と が多く, 砂糖を多く摂取 して い る幼児 は

行動的回避や情動的回避 を採る こ とが多 い｡

予備調 査

1 目 的

こ の 調査で は家庭 で 幼児が 遭遇す る ス ト レ ス 場面 とそ こで

の ス ト レ ス 反応や対処方略を調 べ る こ と を目的とす る｡ なお

こ こ で 収集 され た ス ト レ ス 場面と ス ト レ ス 反応を参考に しな

が ら
, 本調査用の 質問紙 を作成する｡

2 方 法

被験者 富山市内の 公立幼稚園 に 在籍する 園児の 保護者77

名｡ 内訳 は3 歳児ク ラ ス 4 5 名 卜
4 歳児ク ラ ス1 5 名,

5 歳児

ク ラ ス1 7 名で あ っ た｡

手続き 自由記述 に よる質問紙調査を実施 した｡ 質問紙 は幼

稚園の 担任教諭 を通 じて 配布 ･ 回収さ れ た｡ 調査期間は平成

1 1 年1 0月下旬で あ っ た｡

調査内容 は, 家庭 の 中で 子 どもが ス ト レ ス を感 じて い る場

面(悲 しん だ り,
つ らか っ たり, 緊張 した り

, 不安 に な っ た

りする場面) を で き る だ けたく さ ん
, 具体的に 記述 して もら

うもの で あ っ た｡ さ ら に そ の よう なと き に子 ど もが どの よう

な行動を と るか を記述 して も ら っ た｡

3 結果と考察

回答 され た ス ト レ ス 場面 と行動 を年齢別 に集計 した結果を

T a bl e 1 - 3 に 示す ( い ずれ も複数回答) ｡ 各年齢を通 じて 回

答が多か っ た場面 は
, 戟 ( 祖父母 を含む) に 叱られ る

, き ょ

うだ い と けん か をする
, 欲し い物が 買 っ て も らえな い

, 自分

の や りた い こ とが で きない
, 休 日に 外出し ない で 家に い る,

な どで あ っ た｡

ま た
,

こ う し た ス ト レ ス 場面で 見 られ る対処行動は, 大竹

ら (1 99 8) や嘉数 ら (19 94) の分類と 同様 に, 冷静に 考え る

(問題解決) , 怒 る ･ 乱暴する (行動的回避) , 甘える ( サ ポ ー

ト希求) , ひ と りに な る (認知的回避) , 泣く (情動的回避)

の 5 つ に 分類する こ と が で き る｡

した が っ て 今後 は, 6 つ の ス ト レ ス 場面 を取り上げ, それ

ぞれ の 場面 で 5 種類の 対処行動が どの 程度採 られ て い る の か

を調査する こ と が妥当で あ ると思わ れ る｡

本 調 査

1 目 的

本研究で は
, 幼稚園児の 食事 の 習慣が ス ト レ ス 対処行動に

影響を及 ぼ して い るか どうか を検討す る｡ ス ト レ ス 対処行動

に 影響を及ぼ すと思わ れ る食習慣と して
,

ビ タ ミ ン ･ ミ ネ ラ

ル 類の 摂取や 砂糖 の 摂取 な どが想定 され る｡ また, 欲求不満

耐性や鎮静性な ど の 気質が ス ト レ ス 対処行動 に影響を及 ぼし

て い ると考え られ るの で
, 気質 の要因と食生活が ス ト レ ス 対

処行動 に 及ぼ す影響を評価する｡

2 方法

対象者 富山市内の 私立幼稚園に 在籍する園児の 保護者2 08

名 ( 内訳 : 3 歳男児29 名,
女児30 名, 歳男児42 名, 女児42

名
,

5 歳男児32 名,
女児33 名) 0

手続き 子 どもの ス ト レ ス 対処行動,
食生活, 気質に 関する

質問紙調査を実施 した｡ 質問内容 は以下 の 通り で あ る｡

フ ェ イ ス 項目 : 子 ど もの 年齢
･

性別｡

子 ども の 食生活 : ふ だ ん 食 べ て い る食品 を問 う項目11 項

目, 家庭 の食事 の 状況 を問う項目7 項目, 味の 好み を問

う項目3 項目の 計2 1 項目か らな っ て い る｡

ス ト レ ス 対処行動 : 嘉数 ら (1 9 94) と 予備調査の 結果を

′基 に 5 つ の対処方略を設定し た｡ 調査項目は6 種類の ス

ト レ ス 場面 に お い て
, 問題解決 ･ 行動的回避 ･ 認知的回

避 ･ サ ポ ー

ト希求 ･ 情動的回避の 5 つ の 行動を どの 程度

行 うか を問 う計3 0 項目か ら な っ て い る｡ な お設定 し た

ス ト レ ス 場面 は, 予備調査の 結果に 基づ い て 選ばれ た次

の 6 場面で あ る｡ すな わ ち a . 親 に 叱 られ る
, b . き ょ

うだ い げん か
, c . 欲求不満, d . 我慢,

e . 退屈,
f

. 不
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幼児の ス ト レ ス 対処行動 に 気質 と食生活が 及 ぼす影響

T a bl e l 予備調査 の 結果 (1)

年/ト組 ( 3 , 4 歳児) 45 人

ス ト レ ス を感 じて い る状 況 ( 複数回答)

き ょ う だ い と けん か した 時

親 に か ま っ て もら え な い 時

親, 祖父母 に叱 られ た時

自分 の や り た い こ と (好き な こ と
, 遊 び な ど)

が で き な い 時

14 人

10 人

14 人

休 日 な どに外 出 しな い で 家 に い る時 3 人

欲 しい 物 が 買 っ て も らえ な い 時 4 人

知 ら な い 場所 に行く な ど環境が 変わ る時 2 人

友達 と の 遊 び に 交 じ っ て い く 時

友達 と け ん か した 時

初め て 会 う人 に あい さ つ す る時

失敗や 間違 い を した 時

大切 な物や気 に 入 っ て い る物 が崩 れ た り汚れ た

り し た時

動物が 死ん だ 時

病院 に入 っ た 時

年中組 ( 4
,
5 歳児) 15 人

ス ト レ ス を感 じて い る 時の 対処行動

泣 く.

一 人 に な る｡
こ ら え る. 叩く.

物 を投 げる
｡ 隠れ る｡ 冷静 に 考え る｡

泣く｡ 甘 え る｡ 抱 き着く｡ 我慢 す る｡

下 の 子 ど もに あ た え る｡ お もち ゃ を投 げる
｡

泣 く
｡ 言 い 訳 や 理 由を つ け る｡ こ らえ る｡

抱き着 く
｡ 黙 る

｡ 甘え る. 叩く｡ ぐず る｡

一

人 に な る
｡ 歯乱 り を す る.

泣く｡ 文句 を言 う｡ 物を 投 げる
｡

甘え る｡

か ん し ゃ く を お こ す｡ すね る
｡ 抱 き着 く ｡

物 をわ ざ と壊す｡ 暴 れ る｡ 助 けを求 め る｡

お も ち ゃ を投 げる｡ 叩く ｡

【F の 子 ど もに あ た るo

泣く｡ 我慢す る
｡ 叩く｡ 話を 聞か な い

｡

甘え る｡ 抱 き着 く｡

甘え る
｡

文句を 言う ｡ 甘 え る｡

甘え る
｡

や り 直す｡

泣く ｡

抱 き着 く｡

我慢す る｡ 抱 き着く｡

T a b一e 2 予備 調 査の 結果 (2)

ス ト レ ス を 感 じて い る状況 (複数回答) ス ト レ ス を感 じ て い る時 の 対処 行動

き ょ うだ い と け ん か し た時

親 に か ま っ て も らえ な い 時

戟, 祖父母 に 叱 られ た時

自分 の や り た い こ と (好 き な こ と
,

遊 び な ど)

が で き な い 時

8 人

2 人

4 人

休 日 な どに 外出 しな い で 家 に い る時 1 人

欲 しい 物 が 買 っ て■も ら え な い 時 2 人

知 らな い 場所 に 行く な ど環境が 変 わ る 時 1 人

大勢 の 人 が い る時 1 人

泣く｡

一 人 に な る｡
こ らえ る｡

き ょ う だ い で 話 し合う ｡

泣 く｡ 甘 え る｡ 抱 き 着く ｡ 我慢す る｡

下 の 子 ど もに あ た え る｡ お もち ゃ を投 げ る｡

泣く｡ 無視 する｡

一 人 に な る｡

黙 る｡ 甘 え る｡ 叩く
｡

ぐず る
｡

泣く｡ 文句 を言 う｡ 物を 投 げる｡

一 人 に な る. 蹴 る. 物を わ ざ と壊 す.

暴 れ る｡

黙 り込 む
｡

泣く. 我慢 す るo

イ ラ イ ラ す る｡

イ ラ イ ラ す る
｡

-
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T a b一e 3 予備調査の 結果 (3)

年長組 ( 5
,
6 歳児) 1 7 人

ス ト レ ス を感 じて い る状況 (複数回答) ス ト レ ス を感 じ て い る 時の 対処行動

き ょ う だ い と けん か した 時

親 に か ま っ て もら え な い 時

親, 祖 父母 に 叱 ら れ た 時

自分の や り た い こ と (好 きな こ と
,

ハ
遊 び な ど)

が で きな い 時

9 人

2 人

4 人

休 日 な ど に 外 出 しな い で 家 に い る時 1 人

欲 し い 物が 買 っ て も らえ な い 時 2 人

知 ら な い 場所 に 行 く な ど環境が 変 わ る 時 1 人

友達 と う まく遊 べ な い 時

習 い 事 に行 く と き

動物が 死 ん だ 時

病院 に行 っ た 時

自分 の 思 い に 共感 し て く れ な い 時

泣く ｡
一 人 に な る ｡ 仲直 り を す る

大声を上 げる｡ 親 に 助 け を求 め る｡

泣く ｡ 甘え る｡ 抱 き着く｡ 我慢 す る｡

下の 子 ども に あ た え る｡ お もち ゃ を 投 げる｡

泣 く
｡ 謝 る

｡

一 人 に な る
｡ 隠れ る｡

顔色 を うか が う
｡

泣く｡ 黙 り′込 む
｡ や め る

｡

無視す る｡

下 の 子 ど もに あ た る｡

泣く｡ 我慢 する
｡

気苦労 する｡

泣く｡ 指 を し ゃ ぶ る｡

お な か が痛く な る｡

抱 き着く｡

我慢 する｡

泣く｡

安,
の 場面 で あ る｡

気質 : 菅原 (1 9 96) を参考 に
, 接近/ 回避

, 易興奮性 な

ど を問う 5 項目を作成し た｡

回答 は評定尺度で
,

ス ト レ ス 対処行動と気質に つ い て は当

て はま るもの を 5 点 とする 5 件法, 食生活たっ い て は同じく

4 件法で 回答を 求め た ｡ な お調査時期 は
, 平成11 年1 1 月下

旬か ら1 2月上旬 で あ っ た｡

3 結果と考察

ふ だん 食べ て い る食品に つ い て 主成分分析を行 い
, 固有値

1 の 規準 で主成分 を抽出し,
V a ri m a x 回転を実施 し た｡ そ

の 結果4 主成分が抽出され たの で
,

､ 負荷 した食品に 基 づ い て
,

第1 主成分を 野菜 ･ 海草類 の 摂取, 第2 主成分を飲料 ･ 菓子

類 の 摂取, 第3 主成分を 肉 ･ 魚の 摂取, 第 4 主成分を果物 ･

牛乳 ･ 豆類 の 摂取 と命名 し た (T a bl e 4) ｡ ま た 食事の 状況

と味の 好 み に つ い て も 同様 に 主成分分析 を実施 し, 第 1 主成

分 : 偏食
･

欠食な し
, 第 2 主成分 : 家族揃 っ て の 食事, 第3

主成分 : 間食 ･ T V 視聴, 第4 主成分 : 日本風 の 食事 と い う

4 つ の主成分を抽出した ( T a bl e 5) ｡

次 に
, 食生活が ス ト レ ス 対処行動 に どの よ う な影響 を及ぼ

して い る か を検討する た め
, 重回帰分析 を実施 し た｡ 〉6 つ の

場面 ごとに
,

5 つ の 対処行動を規準変数と し
, 食生活と気質,

年齢, 性別を説明変数 とす る重回帰分析 を行 っ た｡ そ の 結果

を T a ble 6 - T a ble ll に 示す｡ 全て の 場面 で 有意 な標準

偏回帰係数が 得 られ た が
, 重相関係数 は R - 0 .1 44 - 0 .4 05 と

決 して 高 い値 で はなか っ た｡ ま た
,

叱 られ た場面と やり たい

こと を我慢する場面, 菓削こかま っ て もらえ ない 場面で は認知

的回避 を規定する有意 な説明変数 は得 られ なか っ た｡ 欲し い

もの を我慢する場面 で はサ ポ
ー

ト希求を規定する有意な説明

変数 は得 られ なか っ た｡

T a ble 6 - 1 1 か ら明 らか に な っ た こ と は
,

まず子 ど もの

ス ト レ ス 対処行動 に は気質 の 要因が 関与 して い ると い う こと

で あ る｡ 乳児期 に欲求不満耐性が低か っ た子 どもは
, 行動的

回避 や情動的回避 をと る傾向 に あ り, 問題解決 を行わ な い 傾

向に あ る｡ ま た
, 鎮静性 が高か っ た幼児 は行動的回避を行わ

ない 傾向に ある｡ さ らに
, 集中力が 高か っ た幼児は問題解決

を行 う傾向が 2 つ の 場面 で 見ら れ た｡

さ ら に, 摂取する食品の 種類 や家庭内で の 食事の 状況が ス

ト レ ス 対処行動に影響を及ぼ して い る こ とが示され た｡ 野菜 ･

海草類の 摂取 は問題解決 を促進 し たり, 行動的回避や情動的

回避 を抑制する傾向が見 られ た｡ ま た, 飲料 ･ 菓子類の 摂取

は問題解決 を抑制 した り
, 行動的回避 や情動的回避を促進す

る傾向が見 られ た｡ ま た
, 肉 ･ 魚の 摂取が 問題解決を促進す

る傾向が 2 場面 で 見 られ たが, 情動的回避を促進する傾向も

1 場面で 見 られ た｡ 食事 の 状況 に 関 して は
, 家族が揃 っ て 食

事をする家庭で は行動的回避や情動的回避が抑制され
,

塩辛

い ･ 堅い 食品が多 い 家庭 で は問題解決が 抑制 され
, 行動的回

避や情動的回避 が促進 され る傾向 に あ っ た｡
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幼児の ス ト レ ス 対処行動 に気質 と 食生活が 及ぼ す影響

T a b一e 4 摂取す る食物 に つ い て の 主成分分析結果 ( V a ri m a x 回転後)

食 物 の 種 類 成分 1 成分 2 成分 3 成分 4

第 1 主成分 : 野菜 ･ 海草類 の 摂 取

色 の 薄 い 野菜 ( レ タ ス ･ キ ャ
ベ ツ ･ 白菜 な ど) .8 4 2 ∴ 1 2 6

色 の 濃 い 野菜 (人参 ･ ピ ー

マ ン ･ はう れ ん 草 な ど) .8 4 9 .0 0 1

海草類 (昆布 ･ 若布 な ど)

第 2 主成分 : 飲料 ･ 菓子類 の 摂取

清涼飲料水 ( ジ ュ
ー ス ･ コ

ー

ラ な ど)

お 菓子 ( チ ョ コ レ
ー

ト ･ ス ナ ッ ク 菓子な ど)

イ ン ス タ ン ト食品 ( カ ッ プ麺 な ど)

第 3 主成分 : 肉 ･ 魚 の 摂取

肉

負

第 4 主 成分 : 果物 ･ 牛乳 ･ 豆類 の 摂取

果物

牛 乳

豆 腐や 豆類

.6 3 5 - .0 5 7

-･ .0 6 9 .7 9 3

- .1 9 3 .7 2 3

.1 2 8 .7 1 0

.1 4 1 - .00 1

,1 4 9 - . 0 26

.2 4 7 - .0 5 5

- .0 5 6 .0 2 1

.1 9 0 - .1 0 5

.1 2 0 .1 3 7

.1 7 1 - .0 7 9

.1 5 4 .4 0 1

,0 4 5 .1 0 9

.0 5 7 - ,0 4 6

- .2 2 0 - ∴1 6 2

.8 3 2 ∴ 1 2 0

.7 9 5 .1 7 6

- .0 4 0 .7 1 7

.0 5 2 .6 0 2

.4 6 8
.4 7 3

固有値 2
.0 3 3 1

.6 8 9 1 .6 6 8 1 .3 7 2

S S ,* ( % ) 18 .4 9 1 5 .3 6 1 5
.
1 6 1 2 .4 7

T a b一e 5 食生活 と味覚 に関す る主成分分析結果 ( V a ri m a x 回転後)

食 生 活 と 味 覚 の 内 容 成分 1 成分 2 成 分 3 成分 4

第 1 主成分 : 偏食 ･ 欠 食な し

食欲が あ り ま すか

好 き嫌 い が あり ま すか

朝食 を食 べ ます か

第 2 主成分 : 家族 そ ろ っ て の 食事

家族 そ ろ っ て 夕食 を食 べ ま すか

家族 そ ろ っ て 朝食 を食 べ ま すか

第 3 主成分 : 間食 ･

T V 視 聴

食事前 に間食 を しま すか

テ レ ビ を見 な が ら食事 を しま すか

甘 い もの を好 み ま すか

第 4 主成分 : 日本風 の 食事

し ょ っ ぱい もの を好 み ま すか

よく噛 む必要 の あ る堅 い もの を 好み ますか

.7 3 8
.0 3 4

I .6 0 9 .1 0 0

.5 3 6 .3 3 9

- .0 5 2 .7 9 1

.1 51 .7 7 0

- .1 04 - .1 2 4

- .0 9 1 - .0 6 2

.1 9 1 .0 9 6

- .0 3 1 .0 8 2

.3 5 8 .0 2 0

.1 96 .04 5

. 2 52 ∴ 2 0 4

∴ 1 1 8 - .0 3 1

.0 6 2 .2 5 0

- .1 6 9 - .1 2 6

.6 4 3 .0 7 3

.6 4 2 .2 1 0

.6 0 2 - ,3 2 1

,1 8 3 .74 4

- .0 9 6 ＼7 2 2

固有値

寄与率 ( %)

1 .4 1 3 1 .3 8 0 1 .3 79 1 .3 5 1

1 4 .1 3 1 3 .8 0 1 3 .79 1 3 .5 1

T a bl e 6 叱 られ た場面

目的/ 説 明変数 β t 値 p

問題解決 ( R
′

=
.2 6 6)

気質/ 低耐性 - .2 1 6

飲料 ･ 菓子類 - .1 3 8

- 3 .1 9 5 * *

- 2 .0 3 7 *

行動 的回避 ( R =
.3 0 7)

気質/ 鎮静性 ∴ 21 6

気質/ 低耐性 .1 7 1

- 3 .1 3 5 * *

2 .4 8 3 *

認知 的回避 (有意 な説 明変数な し)

サ ポ ー ト希求 ( R =
.1 5 3)

気質/ 低耐性 .
1 5 3 2 .2 1 8 *

情動 的回避 ( R =
.2 8 4)

飲料 ･ 菓子類 ,
2 2 2

気質/ 低耐性 .1 5 9

3 .3 0 1 * *

2 .3 6 3 *

*

p < .0 5
,

* *

p < .0 1
,

* * *

p < .0 0 1

T a ble 7 き ょ うだ い げんか 場面

目的/ 説明変数 β t 値

問題解決 ( R =
.3 3 0)

日本風の 食事

肉 ･ 魚

気質/ 低耐性

野菜 ･ 海草類

202 - 2 .8 0 7

2 00 2 .8 0 2

1 44 - 2 .0 1 5

1 44 1 .9 9 7

*

*

*

*

*

*

行動的回避 ( R -
.3 1 7)

- 気質/ 低耐性

飲料 ･ 菓子類

日本風 の 食事

.2 0 2 2 .8 4 9

.1 74 2 .4 5 3

.1 5 2 2 .1 4 3

認知的回避 ( R =
. 1 9 3)

肉 ･ 魚 - .1 9 3 - 2 .6 4 5 * *

サ ポ ー ト希求 ( R =
.1 9 1)

気質/ 鎮静性 .1 9 1 2 .6 2 0 *

情動的回避 ( R =
.2 2 2)

気質/ 低耐性 .
1 5 2 2

.0 8 3 ･ *

野菜 ･ 海草類 - .1 4 5 - 1 .9 8 2 *

*

p < .0 5
,

* *

p < .O l
,

* * *

p < .00 1

-
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T a b一e 8 や り た い こ と を我慢する場面

目的/ 説明変数 β t 値 p

問題解決 ( R =
.2 4 8)

気質/ 低耐性 - .2 4 8 - 3 .6 6 4 * * 辛

行動的回避 ( R =
.3 4 5)

気質/ 低耐性 .2 9 6

飲料 ･ 菓子類 . 15 9

4 .4 8 9 * * *

2 .4 0 4 *

認知的回避 (有意 な説 明変数 な し)

サ ポ ー ト希求 ( R =
.
2 3 1)

気質/ 鎮静性 . 1 7 5

偏食 ･ 欠食 な し .
1 4 6

2
.
5 6 3 *

2 .1 3 3 *

情動 的回避 ( R =
.3 3 6)

気質/ 低耐性 .2 3 7 3 .5 6 3 * * *

野 菜 ･ 海草 類 - .1 6 3
- 2 .4 4 8 *

飲料 ･ 菓子 類 .
1 4 4 2 .1 6 2 *

'

p < .0 5
,

' '

p < .O l
,

* * *

p < .0 0 1

T a b一e l O 遊びに行 け ない場面

目的/ 説明変数 β t 値 p

問題解決 ( R =
.2 9 3)

気質/ 低耐性 - .1 8 5 - 2 . 74 3 * *

肉 ･ 魚 .1 8 3 2 . 70 4 * *

日本風の 食事
-

.1 4 3 - 2 .1 0 7 *

情動的回避 ( R =
.3 76)

気質/ 低耐性 .2 7 2
.

4 .0 2 6 * * *

気質/ 鎮静性 - .1 9 8 - 2 .9 2 9 * *

認知 的回避 ( R =
.1 5 5)

間食 ･ T V 視聴 .1 5 5 2 .2 3 7 *

サ ポ
ー

ト 希求 ( 氏 -
.1 5 1)

気 質/ 低耐 性 .1 5 1 2 .1 8 2

情動 的回避 ( R = A O 5)

気 質/ 低耐 性 .2 4 8 3 .8 2 6

家族揃 っ て の 食事 - .2 1 7 - 3 .3 5 6

野菜 ･ 海草 類 T .1 8 1
-

2 .7 6 8

日本風 の 食事 .1 5 2 2 .3 2 5

**

*

*

*

*

*

*

*

p < .0 5
,

* *

p < .0 1
,

* * *

p く 0 0 1

全体的考察

本研究で は
, 幼児の ス ト レ ス 対処行動が気質と食生活に よ っ

て 規定され て い る こ とが 明らか に な っ た｡ 場面 に よ っ て 影響

の 程度 は異な っ て はい るが
, 欲求不満耐性の 低さ が行動的回

避や情動的回避 に結 び っ い て い る こ と が示さ れた た め
, 仮説

(丑は支持さ れ たと考え られ る｡ 本研究で はさ ら に
, 耐性の 低

さ は問題解決的な対処に対 して 負の 回帰係数が 得られ たた め
,

興奮 しや すい 幼児は なか なか冷静に 対処 で き ない と い う実態

が より明確に 示さ れ たと い え る｡ さ ら に 乳児期に 集中力の 高

か っ た幼児は問題解決を行う傾向が 2 つ の 場面で 示 され た｡

し たが っ て
,

集中力の 高さ は冷静な対処を促進する こ と も明

T a bl e 9 欲 し い も の を我慢す る場面

目的/ 説 明変数 β t 値 p

問題解決 ( R =
.3 7 3)

気質/ 低耐 性

気質/ 集 中

偏食 ･ 欠食 な し

∴ 23 7 - 3 .6 2 8 * * *

.2 3 8 3 .6 2 1 * * *

.1 7 7 2 .6 9 9 * *

行動的回避 ( R -
.3 6 9)

気質/ 低耐 性

野菜 ･ 海草 類

日本風 の 食事

.2 5 5 3 .8 6 9 * * *

- .2 0 8 - 3 .1 3 7 * *

.1 5 7 2 .3 5 9 *

認知 的回避 ( R =
.1 4 4)

飲料 ･ 菓 子類 - .1 4 4 1 2 .0 7 9 *

サ ポ ー ト希 求 (有意 な説明変数 な し)

情動 的回避 ( R =
.3 6 3)

気質/ 低耐性

偏食 ･ 欠食な し

肉 ･ 魚

家族 揃 っ て の 食事

.2 1 4 - 3 .2 4 8

- .2 2 2 - 3 .2 5 5

.1 8 3 2 .6 8 9

- .1 3 1 - 2 ,0 0 0

*

*

*

*

*

*

*

*

p <
.0 5

,

* *

p <
.0 1

,

* * *

p く .0 0 1

T a bl e ll 額 に か ま っ て も らえ ない 場面

目的/ 説明変数 β t 値 p

問題解決 ( R =
. 2 9 1)

気質/ 集 中 . 2 2 1 3 .29 2 * *

気質/ 低耐性 ∴ 19 0 - 2 .8 3 2 * *

行動的回避 ( R =
.38 3)

気質/ 低耐性

野菜 ･ 海草類

家族揃 っ て の 食事

. 28 4 4 .36 6 * * *

-

. 19 8
-

3 .03 1 * *

- . 15 1 - 2 .3 2 4 *

認知的回避 (有意 な説 明変数 な し)

サ ポ ー

ト希求 ( R =
. 20 9)

気質/ 回避

果物 ･ 牛乳 ･ 豆

.1 5 1 2 .1 9 6 *

.1 4 5 2 .1 1 0 *

情動 的回避 ( R =
.3 0 1)

気質/ 低耐性

野菜 ･ 海草類

家族揃 っ て の 食事

.2 0 7 3 .0 7 7 * *

- .1 5 8 - 2 .3 4 6 *

- .1 4 6 - 2 .1 6 7 *

*

p < .0 5
,

* *

p < .0 1
,

* * *

p < .0 0 1

らか に な っ た｡

こ う した結果を踏 まえ る と
,

ス ト レ ス 対処行動は単に 保護
=

者の 養育態度 や生活習慣に よ っ て 決ま る もの で はなく
, 子 ど

もが生得的に 持 っ て い る反応傾向の 影響を受 けて い るとし
′

､ え

る｡ 乳児期か ら欲求不満耐性が低か っ た子 どもは
,

その 後の

日常生活で 経験する ス ト レ ス 場面 で怒 っ た り泣 い たり する こ

とが多 い
｡ こう した子 どもの 個人差に 対する理 解が欠如 して

い る と
, 子 ど もが い う こ と を聞か な い ･ すぐに 泣い て しま う

の で 手が か か る
,

と い っ た養育者の 心理 的な負担卑増大さ せ

る可能性があ る｡ 耐性の低 い子 どもをただ 叱責するだ けで あ っ

たり,
泣い て い る子 ども を放置す る こ と は

,
そ の 後の 子 ども

の自尊心の 発達た悪影響を与え る可能性が あ る. したが っ て
,
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もと もと耐性が 低い 子 どもの場合 に は焦 らずに 暖かく 対応す

る こ とが 望まれ る｡

仮説②に 関 して は, 場面 に よ っ て 影響の 程度 は異 な っ て い

たが, お お むね支持さ れ た とい える｡ 野菜 ･ 海草類 を多く摂

取する, すなわ ち どタ ミ ン ･ ミ ネう ル を多く摂取する幼児は

問題解決対処 を採 る傾向が あ り, 行動的回避や情動的回避 を

しな い 傾向に あ っ た｡ ま た
, 清涼飲料や菓子類を多く摂取す

る
,

すな わ ち砂糖 を多く取る子 ども は ど行動的回避や情動的

回避を採 る傾向も示さ れ た｡ 本研究 で は
,

重回帰式 に気質の

要因を組 み入 れ て い る の で
, 気質に よる個人差以 外 に食物摂

取 の 影響が見 られ た と見なす こ と が で き る｡

した が っ て
, 幼児期 の食物の 摂取が ス ト レ ス 場面で の 冷静

な対処 や興奮 の しや すさ を規定 して い る とい え る｡ 家庭 に お

い て 野菜類や海草類 を多く摂取す る こ と は
, 子 ど もの ス ト レ

ス 耐性 を高め る こ と に つ なが る｡ 子 ども に よ っ て は野菜類を

嫌う場合も あ るが
, 偏食は多くの 場合食事に 関する し っ けが

で き て い ない こ と に起因して い ると考え られ る (小林 ･ 大谷
,

1 9 99) ｡ し たが っ て
, 調理 の 仕方 を工 夫 した り, 少 しで も食

べ られ た と き に は賞賛すると い っ た配慮をす る こ とで
, 幼児

期か ら野菜 ･ 海草類を食 べ る習慣を作る こ とが可能で あろ う｡

ま た
, 菓子類 や清涼飲料な ど で 過剰 に砂糖を摂取する と

,

怒 っ た り泣い た りする
,

つ ま り い わゆ る キ レ る行動が生 じや

すい こ と も明らか に な っ た｡ 間食は控え目 に して で ん ぷ ん 質

の 食物に する こ と, 清涼飲料 で な くお茶 や麦茶な どを飲む 習

慣 を っ け る こ と とい っ た食生活の 改善が望ま れ る｡

肉 ･ 魚 の摂取 は, 問題解決 を促進する傾向と情動的回避を

促進する傾向が見 られ たが, 少なく と も適量の タ ン パ ク 質の

摂取 は子ど もの 成長に 必要 な の で ,
ス ト レ ス 対処の 問題 に神

経質に な るよ り も, 必要量 を摂取する必要が あ る｡ ア ミ ノ酸

が十分で ない と, 必要 な神経伝達物質が作 られ な い た め
,

ス

ト レ ス 耐性が低下するお そ れが あ る｡ ま た
, 魚 に 含ま れ る不

飽和脂肪酸 ( D H A や E P A ) が ス ト レ ス 耐性 を増すと い う

報告 も あ る た め (浜崎
,
2 0 00) , 肉食 に 偏 らず に 魚を な る べ

く摂取する こ とが 望ま しい ｡

さ らに 本研究 で は
, 家族そ ろ っ て 食事 をする こと が望 ま し

く ない 対処を軽減する傾向が示さ れ た｡ 食事場面 で 家族が 揃

う とい う こ と ば, 家族関係が楽 しい
, あ る い はリ ラ ッ ク ス で

き るもの で あ る と考え られ る｡ 少なくと も
,
子 ど もに と っ て

大人が そば に い る こと はス ト レ ス を軽減するソ ー シ ャ ル サ ポ ー

ト の 機能 を果た して い ると考え られ よう｡ 塩辛い もの ･ 堅い

もの を摂取する こ と が行動的回避や情動的回避 に 結び っ い て

い る こと が示され たが
,

こ の 点に つ い て は理 由は不明で ある｡

堅 い 食品をよく噛ん で 食 べ る こ と ば望ま し い こ とと さ れて い

るが
, 本研究 の 結果は塩分の 摂取 と何らか の 関係が あ るの か

も知れ な い
｡ 今後の さ らな る調査が必要 で あ ろ う｡

本研究 で は
, 食品の 摂取 の しか た に よ っ て ス ト レ ス 対処行

動が異 な る こ とが 明らか に な っ た｡ しか し
, 保護者の 養育態

度 ･ しつ けの 実態に つ い て は調査を実施 しな か っ た｡ した が っ

て
, 子どもの 食生活に 配慮 して い る家庭 とそ う で な い 家庭が

日常的に どの よう に 子 どもに 接 して い る の か は不明で あ る｡

本研究 で重相関係数が 最大で も0 .4 程度で
,

R = 0 .2 - 0 .3 付近

に と どま っ た原因 は こ う した他の 要因が ス ト レ ス 対処 に 影響

して い る ため で ある と推測され る｡ した が っ て
, 今後 は食品

の 摂取が そ の まま ス ト レ ス 対処に 結 び っ い て い るの か
, 食品

の 摂取 と保護者の 養育態度,
も しく は家庭の 雰囲気な どの 交

互作用が 見られ るの か に つ い て 検討する必要 があ ろ う｡

しか し
, 少 なく と も食品の 摂取が あ る程度 は ス ト レ ス対処

行動 に 影響 を及ぼす こ と が明 らか に な っ た｡ それ も,
ビタ ミ

ン ･ ミ ネ ラ ル の 摂取が望 ま しい 方向に 影響を及ぼ し, 砂糖 の

摂取が 悪影響を及 ぼすと い う こ とが 多くの 場面で
一

貫 して 示

さ れ た こ と は特筆す べ き で ある｡ 食事 の しか たに よ っ て 望ま

しく ない ス ト レ ス 反応が生L;
,

それ が保護者の 不適切な養育

態度 (叱責や放任) を 引き出し
, さ ら に子 どもの ス ト レ ス 反

応が 悪化す ると い っ た悪循環 の 可能性 も十分 に考 え られ る｡

し たが っ て
, 食生活を改善する こ と は幼児 の 身体発育 だ けで

なく, 精神発達 に と っ て 重要 で あ る と い え よう｡
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