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V 　おわ りに

　社会 は ， 人間 に よ っ て 形成され る種

々 な る 組織体か ら成立 して い る c．政治

組織で あれ，産業粗織 で あ れ ，ま た学

校 や 家庭 とい う組織で あれ，入間 に よ

っ て 築 か れ，活力が 与 え られ て い る，．，

　 2人以上の 人間 が 目的を持 っ て 集ま

る こ とに よ っ て 組織 が 形成される。 社

会 に お け る種 々 な る組織が ，国家とい

う人組織の 下 に統合さ れ て ，8 本とか

米国 と い う国家 を 形成 して い る．

　 したが っ て ，国家 で あれ，産業維織

で あれ ，家庭 で あれ，組織 の 活力 の 源

泉 で あ る人 間 を 理 解 す る こ と が 重要 な

こ とな の で ある．

　本稿 は ，人問研究の 嚆矢 と言 っ て い

るよ うに
， 産業社会 iこおけ る人間を中

心 に しなが らも，人間
．一

般 の 研究を目

的 と して い る、，

　人 問 は ．生存 して い るか ぎ り，生 活 を

営まな ければ な らな い。家庭生活が 生

活 の 基礎 で あ る に して も，資本 主 義国

冢 の 多 くの 人々は ，産業社会 と か か わ

らな けれ ば な らな い っ 生 活の 手段 で あ

る所得を獲得す る た め に も，な ん らか

の 産業総織 に 貢献 L．，そ こ か ら破果 を

分翫 され な けれ ば な らな い 。

　ま た ， た とえ直接的 に 産業組織との

関 連 を持 た ない 人 々 で も，生活 に 必要

な 物 質や 用役 を確 保す る た め に ，産 業

組織 と は 関係 を持た な ければ な らな い 。

産業社会の 主 役 は 人 間 で あ り，人 間 が

生産者 とな り，消費者 とな る 。

　 そ の ため に ，産業社会 に お け る人間

を 中心 に 研 究 す る こ と は，人 間 の 生活

の 中 心的行動 を研 究す る こ と で あ る と

言 っ て も過言で は な い 。

　 日本で も，米国で も，多 くの 人 々 は，

よりよい 生活を営む た め に ，産業組織

と深 い 関係を持 っ て 生活 して い る。産

業組 織 との 関 係 の な い 人 間 生活は あ り

え な い 。 多 くの 人 々 は，産業組織 とかか

わ りを 持 っ て お り，産 業社会 の 規律 や

価値規範 に 拘束されて 生活 して い る tt

　 しか し，人間は 所詮人間で あ る e

　産業社会 に おけ る入間で も，家庭 に

お け る人間で も，人間で あ る こ とに は

変わ りがな い c，そ の た め に ，い か な る

組織 に お け る人間研究も，人 間
一

般の

研究 に 共通す る もの で あ る。

　とりわ け，日本や米国で は，多くの

入 々 が産業組織 との かかわ りで生活 し

て い る た め に ，産業組織 に お け る入間

研 究 は重 要 な こ と と百 え る v

　直接，産業組 織 に 労働を 通 して 貢献

す る 労働者 も，そ の 労働者 の 収入で 生

活す る家族も，産業社会の 影響を大き

く受け る n

　例えば ，H 本 で は，夫 の 産業絽織 で

の 地位 に よ っ て ， 配偶者 で あ る妻 の 行

動や言葉 も影響 され る。部下の 妻 は，

た とえ 土司 の 妻 が 自分 よ り年下で ，さ

ほ ど教養の な い 人間で も，その 人の 前

で は ，言葉や 態度 が 丁 寧 で な け れ ば な

らな い 。 も し上司の妻に ， 部下 の 妻が

不 遜 な態度を とれ は
1
，直接的，あ る い

は 間接的 に ，彼女 に 佳力が 加わ る こ と

に な る e

　 産 業労 働者 が 生活す る社宅で は，こ

う した 人 間関 係 が 複雑 な ため に ，妻 た

ちの 行動 や 言葉まで も、夫の 社会的地

位に よ っ て 影響 さ れ る こ と に な る 。

　産業組織の
一

構成員で ある 夫の み な

らず．夫 に 依存 して い る 妻 や 子供まで

も，特定 の 産業組織 の 影響を受け る こ

と に な る。イ ン フ t
一

マ ル な 集団の 影

響 は，産 業 組 織 に 直 接か か わ る人 間 の

み ならず，そ の 人間と生活を共 に す る

家族 に まで も及ぶ こ とに なる 。

　 し た が って ，現 代社会 に お け る人 間

を研究す る た め に は，産業社会 を中心

に 置 い た ほ うが ，入 間の あ らゆ る側面

を理 解 しやす くな る。

　 そ の た め に ，現代の 産業社会 で 多 く

の 人 間 が感 じて い る 人 間 の 疎 外現 象 を

は じめ に考察 し ， 疎外を 感 じ させ る原

因 を，人 間が 人間 で あ る た め と して ，

人間 の 行動 の 基 盤 とな る人間の 基 本的

欲求を考察 した 。

　 ま た，人間が 生活す るか ぎ e），t．：え ず

使 用 す る コ ミュニ ゲ
ーシ ョ ン の 手段 で

あ る言葉の機能も考察し ， 言葉の 側面

か らの 人 問研 究 も考え た c

　 さらに ，人間行動を屈折 させ る要因

と して ，人間の 欲求を 阻 deす る ブ ラ ス

ト レ
ー

シ ョ ン に つ い て 考え，欲求阻止

の 儺面からも人間に つ い て 考えた。

LoJ 丿　
一

こ）b −一

　 こ うして 人間を，欲求，言葉，欲求

阻 止 の 側面 か ら考え ，た と え十分とは

言わな い まで も，人間に つ い て 考察を

試 み た 。

　 こ こ で は，人間の 対象 として，目本

人や ア メ リカ 入を中心 として い るが，

環 境の 違 い は あ れ，い ず れ の 嗣 の
， ま

た い ず れ の 組織の 人 間に も共 通するも

の と著 え る t’

　人間 の 本質に お い て ，
い すれ の 人間

た りと も、そ れ ほ ど相違 は な く，環境

や 便人 の 特性 が 人間を異質 の もの に す

る 。 そ の た め に ，人間は そ れ ぞれ、特

徴 の あ る個人 と して 把握 さ れ な け れ ば

な らな い
。

　 しか し，最大公 約数的 な 把握をす る

と，い ずれ の 人間 に も共通 す る共通要

因が あ る。この 共通 要因を考察する こ

と こ そ が 本稿の 目的 で あ っ た。

　 こ の 人間 と して の 共通要因を認識 し

て い ると，経済 に おける関係，政治 や

文化 に お け る関 係 が 促進 さ れ やす い。

それ は ， す べ て の こ とが ， 人 間 を 通 し

て 実施 さ れ る た め で あ る 。

　人間が 社会 を構成 し，人間が 言葉を

通 して コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン をす る た め

に ，人間 の 持 つ 個 々 の 相違か ら，
コ ミ

ュ
ニ ケ ーシ ョ ン ギ ャ ッ プ や摩擦も生 じ

る c，

　 しか し，本質的な 人間の 特質を 理 解

し，人問を異質 に して い る諸要因を理

解 しながら，言葉 icよ っ て 相互 に 円滑

な コ ミュニ ケーシ ョ ン を 図 るよ うに な

る と ， 相 互 の 誤 解や 摩擦 は 緩和 される

こ と に な る。

　政治 の 分野 で あれ ，経 済の 分野 で あ

れ，国際関係は人間関係 と言 っ て も過

言 で は な い c 人 聞 関 係 は，相互 理 解 に

基 づ く コ ミュニ ケ ーシ ョ ン に よ っ て 強

化 さ れ る もの と言え る。
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　そ れ は，うつ 病とい わ れ ， 昇格 ， 転

勤 ， 職務 の変更などの 仕事の 転換期に

よ く見られ る a 急に気が沈ん だ りして ，

こ れ まで の よ うな仕事に 対す る情熱も

な くな り，職場に行 くこ と さ え も逡巡

する。

　 こ うし た状態 に陥 る人間 は，会社を

生活 の 手段 と しか 見 な さな い よ うな 現

代風 の わ りき っ た人間で はな く，会社

と 自己 を
一

体化 して ，会社 に 忠誠 を 誓

っ て い る典型 的 な模 範 社 員 の 中 に 多 く

見 られる。

　彼 らは ， 真面目で ，几帳面 で ，責任

感 も強く ， 休日で さえ も会社の た め に

奉仕す る極め て 真面 目な 人間で あ る。

休 日 の 接待 も自己解放 の た め で は な く，

会社 の ためで あ る か ら，知 らず知 らず

の うちに 疲労がた ま り ，
ス ト レ ス とな

る。 そ れが 昇格や栄転 な ど の 仕事の 切

れ目に 表藤化 し，そ ううつ 病 と な る 。

　会 社との
一

体化 が 強 い た め に ，仕事

以 外 に 自己を見 っ け る こ とがで きず，

職場で 何か が あ る とそ れ に 適応 で きな

い o

　頁面 目で、仕事熱心な入間 ほ ど，会

社 と 自己 を
・一

体化 して い るた め に ，人

生 の 価値観を容易 に 転 換 で きず ， そ う

うつ 症状に陥る者が多 い 。育ち もよ く，

学歴 も高 い 人間 が 、春 の 人 事 異 動の 季

節 に うっ 病に 陥 る傾向があ る f，

　 うつ 病は，自責的 で ，罪の 意識 が 重

大 な 症 状 で あ る た め に
， うっ 病 に か か

る と，ほ とん ど 口 を聞 か ず ， う ちひ し

が れ，お ど
’
お ど と し，動 きが 少 な くな

る。

　 逆ic，うっ 病 の 反対 の 症状 ともい え

る そ う病 も現代 病 の 特徴 で あ る t、そ う

病で は，哲分を 自慢 し、他 人 を 責め ，

誇大妄 想 に 稲 る 。う つ 病 と反対に 、そ

う 病 で は 言葉数 が 多 く な り，傍 若 無 人

で ，態度 も横輔で ．落 ち 着きなく動き

ま わ るの で あ る 。

　 うつ 病 とそ う病 は ，行 動や 態度が鴬

照的 で あ るが ，会社 と の
一一体化を要求

蓐 れ る F体 社会 で は ，よ く見 られ る 現

象で あ る 。

　 日本社会で は ，会社 の 行動規範 は．

k ん に そ の 社 員 ば か りで な く，社 員 の

家族 に まで 及ぶ 。 その た め に ，所属会

社 の 価植観か ら逸脱 した 行為 は，そ れ

が家族の もの で あ ろ うと，直接的，間

接的IC，従業員個人 に 圧力が及 ぶ の で

あ る。

　 こ うして ，現代 の 日本社会 で は，現

代社会の特徴で あ る 現代病 が頻繁に 観

察されるよ うに な っ た 。

　 ア メ リカ で も，日 本で 観察されるよ

うな 現代病が観察さ れ る。すべ て が 近

代化 した ア メ リカの 工 場 で は，あまり

に も便利な た めに ，仕事が単純化 し，

退 屈 な 仕 事 に あ き た 労 働者 が マ ス ヒ ス

テ リ
ー
現象に 陥 っ て い ると い う事態が

見 うけ られる。

　労働者が ， 突然 め ま い や 吐き気，頭

痛に襲わ れ ，そ れ が 他の 労働者 に も伝

染す る の で あ る。こ う した 現 象 は，一

地域の 現象で はな く，全米各地で 観察

され る。

　工場労働者だけで な く，管理職の 間

で も，人事異動の 時な ど に 見 られ る。

ノ イ ロ ーゼ，うつ 病，そ う病 な ど の 症 状

とな っ て 現れ る 。

　 こ うした現代病は，現代の 世界で 有

力な 産業国家 で あ る 日本 や 米国 だ け で

な く，他の 産業国家に も見 られ る，
」

　産業社会 に お い て ，欲求阻止 は ，欠

勤，
ス ト ラ イ キ

， 災害，産業疾病な ど

の 具体的な形 と な ．・て 表面化す る。

　 J，A ．C ブ ラ ウ ン （J．A ，CBrown ）

は，産業 に お け る 欲求阻止と人間の 態

度 に つ い て ，科学的 に 研究 し，産業社

会 に お け る現 象 を 考察 して い る。と り

わ け ， 災害 ， 疲労，疾病に つ い て 究明

　 　 　 　 ±4）

して い る　 ，、

　災害 は，生理的要困，心 理 的要因 ，

社会的要因，物的環壕な ど が複雑 に 絡

み あ っ て ひ き起 こ され る。

　 こ れ らの う ち ， 災害 の 原 因とな る車

要 な 要 L曼は，心 理 的，社会的因子 で あ

る。と りわ け ，パ ーソ ナ リテ ィ の 欠 陥

が 災害と深 く関 係す る。機械の故障 や

技量 に 比 較 して ，パ ー
ソ ナ リテ ィ の 欠

陥が 災害の 大きな 原因 と な っ て い る。

　数 々 の 硬究調査で も，パ ー
ソ ナ リテ

ィ の 欠陥が ，災 害 の 原因 と 密接 に 関 係

して い る こ と が 証 明 され た ロ

　欲求阻 止は ，職場の 災害と深く関 係

し，欲 求阻 止 が 解 消 さ れ る と 災害 頻発

度 も滅少 した，．t企 業 の み な らず．軍隊

で も同 じよ うな 煩向が み られ る 。

太 半 f斗三讐超会 言志　　　1990 年 4 月

　獲労 も，欲求隘止と深 く関係す る。

疲労は，労働条件，体質的要因，心理

的要因などの 複雑な絡みあい に よ っ て

生 じる 。

　作業環境，労働時閤，作業速度など

は ，疲労 を促 進 す る に は 違 い な い が ，

職務 の 心理的条件 ほど強力なもの で は

な い 。心 理 的条件 こ そ が疲労を誘発す

る主 た る要因で ある。

　職場で．単調な作業が続 い た り，指

導者 の り一ダーシ ッ プ の 行使 に 欠陥 が

あ っ た り 、 集団内の調和に 問題 が あ ．
っ

た りする と、労働者は疎外感を持つ 。

労働者 は ，心 理 的条件 に よ っ て 強い 疎

外意識を持 つ 。や が て，仕事 に 対 して

興 味 を 失 い ，退 屈 に な り，不 安 に 陥 る。

　 こ うした状態に陥り， 疲労を 強 く感

じる労働者 に は，疾病 の 症状 が 見 られ

る。

　疾病 は ， 体質的因子 も無視 で きない

が ，感情的要因の 比重が 大きい 。単調

な作業の 連続，り
一ダーシ ソ プ の 拙劣

さ，集団 へ の 不適応などが 原因とな っ

て ，労働 者 は 感 情 的 緊 張 を 引 き 起 こ す。

　精神 と 肉体は密接に 関連して い る た

め に ，感情的緊張 を 引き起 こ す と，人

問 は 自律神経 系統 を通 じて 影響 を受 け

る。

　
一
時 に 心 配 した り，怒 っ た りす る人

閤 は，食物を消化するの に難儀す るか

もしれ な い が ，慢性的に 心 配 して い る

人闇は ，十 二 指腸潰瘍を悪化 さ せ た り，

高血圧症 に な一
， たりして ，病 に 陥 る

 
．

　 日本，米国 を 問わず，現代 の 産業雑．

会で 高［血圧 病 や ポ ッ ク リ 病が 増茄 して

い る の は ，た え ず自己 の 憤まん を 揖旺

しな け れ ば な らな い た め に ，感情的緊

張が 高ま る からで あ る．

　 感情的緊張が原因とな っ て 生 じる 疾

病 に は，高血圧 や 十二 指 腸 潰 蕩 の 他，

胃漬瘍 ， 皮膚病 ， 狭心症，脳出血，冠

状動脈血栓，喘 息，婦人病 ， 糖尿病，

肥 嵩 症 ，神経 炎 な どが あ る。精 神 的 緊

張 は 、ス ｝ レ ス を生み ， 種々 な る 探病

を 誘発 す るの で あ る。

　 こ う して
， 欲求限止と人間の 行動 や

態度 と の 関 係 ，災害、疲労 ， 疾病 と欲

求 阻 止 の 関 係 を 考 え て き た。こ れ らの

問 題 の 克服 は ， 全面的と は言わ な い ま

で も，組織体 の 指導者の リーダ
ー

シ ッ
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止 に 陥 っ た人間は，は じめは 何 か を攻

撃す る。そ して．ど うに もな ら な い と

わか る と，そ の 聞題 か らぬ け だす 建設

的な 考 え を芍つ こ と もな く，幼稚 で ，

子 供 じみ た行 動に 退 行す る 傾 向が あ る。

　 そ の 行動が 子供 じみ，暗示 に かか り

や す く，他 メ、の 言莫 を す ぐに 信 頼 し，

無 批判とな る v 将来 に 希望 を 抱 い て ，

進取の 気象を もっ て 仕事に 従事す る こ

と も な く，た え ず不 安 が り，子供時代

を懐古 し，で きれ は 過去に 反 る こ とを

切望 して い る。

　 また ，もの ご とを 正 し く把握 す る こ と

もな く，特 7 の 人々 や 組織 に 左 右 さ れ ，

そ れ ら に 盲 H的 な忠 誠 を 抱 き，そ れ ら

か 崩 れ る と右往 左 往す る人閤 もい る 。

こ う した 症状も，退行 の 徴候 で あ る，

　第 3 の 特徴 は ，固執で あ る。ど うに

もな らな い とい うこ とがわか っ て い る

の に ，同 じ行動が何度 も繰 り返 さ れ る

場 合が 固 執で あ る，、

　 こ れまで の 伝統的方法を頑なに 守り，
一切新しい 方法に 従わ な い こ とが 起 こ

る。固 執 した 人 間 の 行動 は ，純粋 な 退

行 よ りも行動の 程度 に お い て 硬 い とい

働 く人 々 の お 祭 り （ア イ オ ワ 蜊 ）

う。

　固執 した 行動 の 典型的な 例は ， 手工

業か ら機械 工業 へ の 移転 の時期に，頻

繁 に 見 られ た。古 くか ら苦労 して 磨 き

あ げた 職 人 の 披術 か ，効率的な機械 に

と っ て か わ っ た 状｛兄で ，多 くの 職 人は，

見聞 した りして 新 しい 機械 の 有用 性 を

認識 して い たが，感情的 な理 由 か ら抵

抗 した．，

　 こ の よ うに
， 固執の 状態 は，伝統的

な 習慣 が変化 した 場合や ，組織が変更

した場合に 見 られ る L、

　 第 4 の 特徴は，諦念で あ る。欲求阻

止に 陥 っ た 人間は ，攻撃 ， 退行，固執

などを経 て ，ど うに もな ら な い と わ か

る と，ど うにで もな れ とい っ た 諦 め と

な る，，

　 失 業 者 の 例 を と る と，解雇後、は じ

め は 上 司 や 経営者 に あた る。 それか ら

不安 に な り，必 死 に 職 を 探す が，ど う

に もな ら な い と 自暴 自棄 に な る 。 や が

て 、時悶 が 経過 す る に つ れて 諦め るよ

うに な る。

　 こ れ らが ， 欲求 阻 止に 陥 っ た 人閤行

動の
一

鰻的形態 で ある．

　産 業社会 に お い て は
， 純粋な欲求阻

止の 現象 よ りも複雑 な形 で ，人 閤行動

に 現れ る。

　外見 ヒ， 社会的地位や 物質 な ど に お

い て ， す べ て 満足 して い るよ うに 思え

る人 聞 で も，突然 ノ イ ロ
ー

ゼ に な る こ

とが あ る．

　ま た，目標を求 め て 努力 して い る間

に は 見 られ な か っ た 現 象 も ， 目標 が達

成 され て ， 精神 の 緊張 が 解か れ た時 に

突然不安 に お そ わ れ て ，ノ イ ロ
ー

ゼ と

な る こ と もあ る．長 い 間に わ た る精神

的 な 心 の 緊張を解 か れ た 時，急 に 心 に

不安 が 生 じて ，症状 と して 現 れ るの が

ノ イ ロ
ー

ゼ の
一

般 的 形 態 で あ る。

　現代社会 に あ っ て、物質的 に 満足さ

れ た 状態に あ っ て も，心 の 精神的支柱

が な い と ， 現代病ともい e れ る ノ イ ロ

ーゼ に 陥 るの で あ る．，こ れ まで 障害の

経 験 の な い 比較的真面 目な 人間 か ， 精

神的疾病の 状態 に 陥 る こ とが多い 。

　精神的な よ りど こ ろ を仕事に 求め て ，

会社人 間 とな り，会社 の 仕事の 成就に

自分 を 託す る真面 目 で ， 几帳面 な人聞

に も，精神的病状が 現 れ る 。
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固定化 し ， 固定観念 とな っ た 情報 の払

拭に は 時間が か か る。

　例えば，
“
東南 ア ジ ア は貧 しく］不潔

な 国だ
”
とか つ て 学校で 教え られ た 人

間は ，い つ まで も東南 ア ジ ア の すべ て

の 国が そ うだ と 思 い こみ ，間違 っ た東

南 ア ジア 観 を っ くりだす。 欧米に つ い

て も同 じで あ る 。 い っ た ん信 じこ ん だ

情報 は なか な か 消えない 。情報 の まや

か し さ と は，恐 ろ しい もの で あ る。

　第 2 に ，人間状況 の 認識 に と っ て 重

要 な こ と は，言葉の 機能 を理 解 す る こ

とで あ る。言葉 に は 3 っ の 機能 が あ る

と い わ れ る o

　 そ の 1は，r言 語 の 論 理 ，経 験 的機

能 」，その 2 は，f言葉の 情動的機能 」

で あ る。そ の 3 は ，
「言葉 の 欲求充足の

機能」 と い わ れ る もの で ある。
こ れら

は，そ れぞ れ次 の よ うに 説明 さ れ る
10｝

。

　 1 の 機能は ，社 会 の 出 来 事 を 説明

す る場合 や ， 専門家が専門的問題 に つ

い て 話を して い る場合の 機能 で あ る。

そ こ で は と か く，もの ご と が 論理 的 に

語 られ る の で あ る。テ レ ビ ニ
ュ
ース な

ど は，こ れ に 該当す る 。

　 2 の 機能 は ，人 間 が 感 情 的 表現 に

よ っ て ，相手の 感情的反応 を呼び お こ

す機能 で あ る。人間 は 言獎 に よ っ て ，

他の 人 聞に 影響を及ぼ し，他 の 入間の

感情 に好意的 な 反応を起 こ させ る こ と

が で きる。

　感情 をも っ て 感情 に う っ た え る こ と

が で きる の は、人問 の 心 の 伝達の 道具

で もあ る言葉 の 機能 な の で ある。 言葉

に よ っ て 感情を刺激 し，粗 手 を 悪 い 方

向 に も っ て い くこ ともあ る。

　 3 の 機能は，人間 が 自 己の 欲 求を

満 足 さ ぜ る場合で あ る。人間は，言葉

に よ って 自己 の 欲求 を 伝 え る ば か りで

はな く，欲求を満足させ る場合が ある。

　 人間 は，気分が す ぐ れて い な い 時，

話 を す る と 爽快 に な る 。ま た，自 分

の 主張 に 対 して ，桐手 に 楫 つ ちをう っ

て も ら う こ と を 期待す る場合が あ る。

こ れ は 言葉 に よ っ て ， 自分の 欲求を充

足 させ て い るか らで ある。

　 こ の よ うに ，言葉 の 機能 に つ い て 検

討 して みると，言葉 は事実 の 伝達 ば か

りで な く，感情 や 欲求を も伝達 して い

る こ と が わ か る e 燗人 の 感情的 な もの

が事実 として伝達 され る こ ともあ る 。

　そ の た め に ，言葉 に つ い て 考え る 場

舎 ， 言葉を便用す る個人 の 来歴や ，人

間的状況を 認識する必 要が あ る 。 さ も

な い と
， 言葉 に よ っ て 人間 を 誤 っ て 解

釈 して しま い ，人 間 間 や組織 間 の コ ン

フ リ ク トを生 む こ と に もな る。そ の 結

果，人間的謂和を破壊 し，しい て は 組

織体を瓦解 させ て しまうこ とに もなり

か ね な い 。

　 した が っ て ，人閤を理 解す る場合 に，

言葉 と関 連す る人 間 的状況を理 解 しな

け れ ばな らな い。言葉 の 表面的 な意味

に と らわ れ す ，言葉 を 使用 す る 人間 的

状況 を 正 し く把 握 す る こ と が，コ ミュ

ニ ケ
ー

シ ョ ン を促進 し，人間に つ い て

の 理 解を深め る こ とに な る。

IV　人 間と フラ ス トレ
ー

シ ョ ン

　人間の 行動 は欲求 に よ っ て 影響 され

る。人間 の 欲求 は ， 社会生活の 中 で 容

易 に 充 足 され る 場合 もあ る が，そ うで

な い 場合 もある。

　複雑な現代社会 に お い て は，個人の

欲求は 容易に 充足 さ れ な い こ と が 多 い。

な ん らか の 障壁 が 人間行動 の 前 に 出現

す る の で あ る。こ の 障 壁 が，個 人の 欲

求 の 充足を妨げ，魍人に 欲求充足 の 限

止を強 い る。

　欲求 に 対す る個入 の 意識の 強 さ に よ

っ て も異 な るが ， 欲求が なん らか の 要

因に よ っ て 抑圧 さ れ る と，人間は普段

とは 異 な っ た行動 に 陥るの で ある 。 欲

求 に 対す る意識 の 程 度が 弱い 場合 は，

短時問で 解消 さ れ る が ，意識の 程度 が

強い 場合lt　’普通の 人間行動 とは 異な

っ た 行動を示 す。

　欲求 が 障 害物 に よ ．って 妨 げ られ，個

人 が 感情 の 病 に 陥 り，他人 との 調和に

支障をきた す状態を，欲求阻止 （fru−

st．ration ）の 状態 と言 わ れ る 。 しか し，

必ず しも欲求阻止 の 定義 が 定ま っ て い

る わ け で は な い c

　鈴木清氏は 「要求は ， 充 足 を求め て

や まな い 感情的 エ ネ ル ギー
で あるか ら，

そ れ が 不当に 妨げ られ る と不満 な 憐緒

が起 こ り，人 格 は緊 張状 態 に おかれ

る Inlと述 べ ，そ の 状 態を フ ラス ト レ

ーシ ョ ン と言 う o

／へ 十 子干 ∫
！
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　 また，佐治守夫氏は，フ ラ ス ト レ ー

シ ョ ン の 過程を 3 段階 に 分けて い る。

　ある生活体 に と っ て 重 要で あ り，し

か も到達可能 で あ る と期待され る 目標

が あ り （こ の 際，当然 そ の 目 標 に 対す

る 強 い 要求が 存在す る）．こ の 口標 に 到

達 し よ う とす る行動が，なん らか の 打

ち越え 難 い 環境条件，あ る い は 生 活体

に 内在す る条件，あ るい はその 両者 に

よ って 妨害 を うけ た 場合 （こ の 状況を

フ ラ ス ト レ ー
シ ョ ン 状況 と名付け る ），

生活体 は，生理 的，心理 的 に 何 らか の

情緒的緊張 の 状態 に 陥 る 。 こ う した 状

態 を ，プ ラス i・レ
ー

シ ョ ン 状態 と呼 ぶ
121i

。

　 こ れ らの 見 解 か ら ， 強 い 目 的意 識 を

も っ た人間 が，何 か に よ っ て 妨害さ れ ，

情緒が乱れ，緊張状態 に 陥る こ とを欲

求阻止 と い う。欲求阻 1Lに 陥 っ た 入間

は ， 何 らか の反 応 をする の で あ る。

　そ の 反応 は 普通，  攻 撃 （aggre −

SSI 〔〕n ），　（巨）退彳テ　（regression ＞，　  ［司

執 （fixa嫉on ），そ して ，  諦念 （re −

gignation），と い o た 4 つ に 分類 さ れ

る
13）

。 こ れ らに つ い て 認識す る こ と は ，

人間状況を知 る うえで 手 が か りとな る 。

　第 工は ，攻撃で あ る。欲求阻止 に 陥

っ た 人間が ，最初 に 示す反応 は攻撃で

あ る。

　産業に お い て 欲求鬮 止 に 陥 っ た 人間

は ，経営者 を 激 し く批判 した り，悪 恵

の あ る 噂話 を した り，け ん か ば や くな

っ た り，他人の 失敗を激怒 したりす る

よ う に な る。

　もし，攻撃 の 対象 が 強力 な た め に ，

攻撃す る こ とが 不 可能で あ る と，攻撃

が 容易で ，そ して 危険性の 少 な い 対象

に 矛先を向け る 。 男性だ っ た ら，自分

よ り か よ わ い 女性 を ，妻帯者ならば，

妻や 子供 を 故 意 に 叱 責 した りす るよ う

に な る 。

　 こ の よ うに 攻撃を外部へ 向けられ る

人閠 は ま だ し も，うつ 病 の あ る 形で は，

自己の 欠点を責 め ，た とえ自分 に 責任

が な い 場合で も，相手 を 責 め る こ とな

く ， 自分 に 責任 を 負 担 さ せ る。そ して ，

自己嫌悪 や，憂 うつ に な る こ と もある。

　前者は ， 攻 撃 の 対象が 変わ っ た場合

で あ る。後者は．攻撃の 形が 変わ っ た

場合で あ る 。

　第 2 の 特徴は ， 退行 で ある e 欲求阻
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石 葉 で あ る、、

　言葉は ，
コ ミ J ニ ケ

ー
シ ョ ンの 手段

で あり，日 常生活に 不 可欠 な もの で あ

る。言葉が ，
こ の 世 に 存在 し ない なら

ば，個入 間 の 意 思 伝達 や ，個人 と 社会

を っ な ぐ情報伝 達 は 不 可能 とな る 。

　 こ の 言 壌が ，人間を他 の 生物と異な

っ た存在 に し，人間社会を発展 さ せ た

の で あ る。ま さ に 言葉は ， 個 人 と社会

を連結す る道具な の で あ る，．

　人間の 社会生活 は，ほ とん ど言葉 を

通 して なされ，呑葉を通 して 伝達され

た 情報が 人間の 行動 に 影響を及ぼ す。

そ して ，人聞もま た，言葉を 通 して 袴

会 に影響 を 及ぼ すの で あ る 。 こ う して ，

相互に 影響を及ぼ しな が ら，人間と社

会 は 形成 さ れ て い く。

　人間が た え ず使用 し，同時に 影響を

受けて い る言葉 に は ，人 間が 個 人 的 に

叶露するもの と，社会 が 情報機関を使

っ て 発す る もの の 2 つ が あ る。

　前者が パ ーソ ナ ル コ ミュニ ケ
ー

シ ョ

ン で あ り，後者 は マ ス コ ミュ
ニ ケ ーシ

ョ ン なの で あ る 。

　 マ ス コ ミ ュ
ニ ケ

ーシ ョ ン は，マ ス メ

デ ィ
・ア に よ っ て な さ れる。マ ．ス メ デ ィ

ァ は ，現 代の 情報化社会 に お い て ，内

外の 動向を 個人 に 伝達す る こ と に よ っ

て ，入 間 の 知識 を 増大 させ る。同時に，

視野を広げ，豊 か な人間を形成 して い

く。

　 現 代社会に お い て，社会情勢の 認 識

や ， 人 間形成 に あ た っ て ，
マ ス メ デ ィ

ア の 役割 を 等閑視す る こ と は で きな い 。

　 マ ス メ デ ィ ア が 発 達 す る 以 前 の 人 闘

の 視野や 行動 は ， 限定 さ れ て い た が ，

現代社会を特徴 づ け る情報革命 は，人

間の 視野を広げ ， 人閤の 行動 に 大き な

影響を及ぼ した。

　 情 報 が 自 由 に 伝 達 され て い る現 代 社

会に お い て は ， 情報洪水の た め に
， か

え っ て 人 間 に悪 影 響 を 及 ぼ す 弊害 も無

視で き な い 。

　 テ レ ビ や映画 な ど の マ ス メ デ ィ ア は、

時 に は，学校教育 よ りも人間 に 強い 影

響 を 及ぼ し ， 社会的犯 罪 を 生 む 原因 と

な っ て い る場合もあ る c 個人が マ ス メ

デ ィ ア の 流す情報を ど う受容す るか に

よ っ て ，マ ス メ デ ィ ア は 有益 に もな る

し，弊害 に もな る fi

　 い ずれ に せ よ ，社 会 と 人闘 を 繕 び っ

ける コ ミ ュ ニ tr　一シ ョ ン の 手段で あ る

マ ス メ デ ィ ア は ，人 間形成 ；C 大きな影

響を及ほ すの で あ る。

　社会と人間を結びつ ける
’
般的 コ ミ

ュ
ニ ケ

ーシ ョ γ よ り も，人 間を 認 識 す

る ヒで 重要な もの は ，人閤が 目 々 の 社

会生活で 使用 して い る言葉で ある。言

葉 が な くて は ， 人 問 は人間 ら し くな ら

な い し，ま た生 きて もい け な い c．

　 こ の 人間が 生活す る ヒで 不可欠 な 伝

達手段で あ る言葉は，当然 そ の 中 に 大

きななに かを含蓄 して い るu 人間 が 臼

己 の 意思を 表示す る に あた り ， た え す

言葉 を使用 して い る た め に ， 逆 に言葉

か ら人間状況 に ア プ ロ
ー

チ す る こ と も

可能で あ る。

　人間が 鑄葉 を 使用す る場合，同 じ言

葉 で も，状況 に よ っ て 意 味が 異 な る。

ま た，言葉を使用 して い る人間も，一

定の 法則 に 基 づ い て 言葉を使用 して い

るの で は な い 。あ る場合は 感情的 に ，

あ る場合 は理 牲的 に，あ る場合 は 感情

も理 性 も含 ん だ 形で ，言葉 は使用 さ れ

て い るの で ある。

　使用 して い る人閤で さえも，ど うい

う 状況 の
．
ドで 言葉を使用 して い るか 理

解で きな い こ ともあ る。言葉 の 受け手

は ま して ，言葉が どの よ うな状況の 下

で 使用 され て い る か に つ い て 理解す る

こ と は容易 で は な い ，，

　人間を理 解す る に あた り，言葉が 複

雑な意味を持 つ か ら とい っ て，言葉 の

理 解を等閑 にす る こ とは許 されな い 、，

　 言 葉 を通 して 人 間 を理 解 す る た め に ．

ど う して も留意 して お か な け れ ば な ら

な い 事萠が 2 つ あ る 。 第 ユは ，言葉の

演ず る まや か し さ で あ る 。第 2 は
， 君

葉 の 機能で あ る 。

　 第 1の 言 葉 の 演ず る ま や か し さ を 認

識する こ とは ，人間的状況を理 解す る

上 で 重 要 な こ とで あ る。言葉の ま や か

し さ に 眩 惑 させ られ る 危険 性 に は 次の

よ うな こ とが あるこ

　 そ の 1は，別 々 の 性質 の 異 な っ た も

の が ，言 葉に よ 一って 同じように 取 り擾

われ るこ と で あ る 。

　例え ば ，
‘’
机
”
とい う言葉 で も，使用

する人間に よ っ て ，そ れ ぞ れ異な っ た

意味 を持 つ 。部長 の 机 も，課長の 机

LdU ／　 　 　 0 り

も，一
般社 員の 机 も，机 と い う 言葉 は

同 じで も，部長 の 机 は…
般社員の 机 に

比較 して 威厳が あ る。同 じ机で も，部
．
トが部長の 机を許可 もなく使用 したら

叱責され る。これ は，地位や 権限 が 異

な るか らで あ る。

　こ の よ うに 同 じ言葉で も，機能 に よ

っ て 持つ 意 味 が 異 な る。

　 そ の 2は ，言葉 に よ っ て 分け る こ と

の で きな い 事柄 が 分離 さ れ て し ま う．

個人は，所属 して い る組織体 や ，その

人間 の 社会的学習と分離 して 考 え られ

な い 。

　
．一

体化して存在して い る もの は ，
そ

れ を 1 つ の もの と して 取 り擾わ な け れ

ば な らな い。

　 A会社の 社員は，そ の 会社 と切 り離

した ら， そ こ の 社員で は な い 。A 会社

と そ の 会 社 の 社 員 は ，一体化 して い る rt

そ の 社員の 行動 は，A 会社に よ っ て 強

く影響 され て い る た め に ，こ の 会社 と

人間を分離 して考 え る の で は な く，

一一一

体化 して 考 え なけ れ ばな らな い こ とも

あ る．

　そ の 3は ，言葉 を 通 して 人間 に 影響

を 及 ぼ す情報の まや か しで あ る tt情 報

は 正 しい こ と もあ る し、間違 っ て い る

こ と もあ る。正 しい 情輾で さ え も，受 け

取 る個人 の 感情 に よ ．
っ て 歪曲 され，歪

曲 され た ま ま他人に 伝 達 され る こ とが

あ る．，それ を受け 取 っ た 人間 が，歪 曲

された ままの 情報をさらに 歪曲 して ，

また他 の 人間 に 伝達す る こ とがあ る。

　最初の 情報が多 くの 人 々 に 伝え られ

る うち に ，最初の 情報 と流布 して い る

情報が ， 全 く異 な っ て しま う こ とが あ

る 。 と りわ け，人間 の 口 か ら口 へ の 伝

達に お い て は，こ の 可能性 が 大 き い 。

印刷され た情報さえ も，間違 っ て 伝達

され．る こ とが あ る。

　実際 に 現地を観察 しな い で ， 他人か

らの 受 け 売 りで 書か れ た 外 国 事情 な ど

に は ，間違 い が あ る こ と が あ る。その

理 由 は ， 書物を読ん だ 人間が書物の 中

に 書か れて い る こ とを そ の まま信 じこ

み
， あ た か も真実 で ある こ との よ うに ，

他の 人間 に 伝え るか らで あ る。

　 こ う して 間違 っ た情報が，次か ら次

へ と人間 に 伝 わ っ て い き ， そ の 情報が

各 人 の 中 に 固 定 化 され る，，各人 の 中 に
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しく形成され，そ して 社会 の 影響を受

げて 行動するの で あ る 。

　社会 に は，人闘 が そ の 社会 で 生活す

る上で 遵守 しな け れ ばな らな い 社会的

規範が ある 。

　特定 の 社会 に 所属す る もの は ，こ の

規範 に従わ な け れ ば な ら な い 。個人 が

どの よ うな 欲求を 抱 い て い て も，そ こ

か ら生ず る具体的行動 が 社会的規範 か

ら逸脱すれ ば ， 社会 か ら 目に 見え る も

の で あ ろ うと な か ろ うと．な ん らか の

制裁を受 け る 。

　その ため に ，個人は意識的で あろう

となか ろ う と，所属す る社会 の 社会的

規 範 に 従 う こ と に な る。社会的規範 は，

行動 の 枠組み と して ，個人 に 作用す る

の で あ る 。

　人間 の行動を規銅す る社会的規範 は，

そ れ ぞ れ の 社会 に よ っ て 異 な っ た特徴

を示す 。

　一般的に 言 っ て ，日本と外国 で は．

社会的規範 が異 な る ／tV 勿論，い か な る

国家や 地域 た り とも，人間社会 で あ る

た め に ，共通 す る要因 も見 い だされ る。

しか し，歴史，人種，地理 的条件 な ど

は，人間が 生活する社会的行動様式の

基準を異 な っ た もの に す る。

　例え ば
91

， ア ラペ
ッ シ 族 に あ っ て は ，

温和 な物分 りが よ い 異性間の 結婚 が 理

想 と さ れ る。ム ン F グモ ール 族 に あ っ

て は，猛 々 し くて 攻撃的な 異性間の 結

婚が理 想 とされ て い る 。

　 さ ら に チ ャ ン ブ リ族 に い た っ て は，

そ の 両 性 の 態 度 が，日本 の 文化 に お け

る もの とは全 く逆 で ある 。 女性 は，主

体的，事務的 で ，積極 的に 物事をとり

ま と め て ゆ く側 に あ るv 一
方 ， 男性 は

ど ちらか と い うと受動的で ， 感惰的 に

も従属的 な 覊 に 立つ と い っ た 具合で あ

る。

　 こ の よ うに ，あ る 社会 で は 当然と見

な さ れ る行 動 様 式 や 規 範 が ，他の 社会

で は 異質 な もの とな る。

　入間の 社会的行動 の た め の 基礎的社

会規範は ， 家族 ， 交友関係，教育など

を 題 して 個人 に 教示され る。個人 に 及

ぼ す 社会 的影 響は ，そ れ ぞ れ の 社会 で

異 な るた め に ，個人 が 関係 した 社会 的

環境 に よ っ て ，個 々 人の 行動は 異質 な

もの と な る。

　 そ の た めに ，人間は本質的 に は自己

実現 の 欲求を 持 っ て い て も ， 社会的集

団の eE用 ；C よ り，こ の 欲求が抑制され

る場合が あ る。全体主義国家で 見 られ

る よ うに 、個入 の 自由意思 に 基 づ く行

動 に さえ も，時 に は社会 が 規制を加 え

る の で あ る。

　社会は，偲入 の 行動や態度 に影響 を

及ぼ す、，そ れ ゆ えに ，社会 に よ っ て 人

間 は 創造 され る もの と い え る。

3 ・3　 人 間 と言 葉

　個 人が，人間 に よ っ て 形成され て い

る 社会 の 影響を受ける こ とは言 うまで

もな い
。 個入 は，人 間 と して の 本来の

欲求 と，社会的要閃 の 混合形態 の 影響

に よ っ て 異な っ た行動 をとる 。 人間 の

本来の 欲求を抑制 した り ， 欲求どおり

に 行動さ せ る上 で ，個人 の 所属す る 社

会 の 影響 は極 め て 大き い 。

　 こ の 人間と社会 の 中 に あ っ て ， た え

ず両者を結びっ けて い る の は 霞葉で あ

る。人 間 は ， 種 々 な る行為 を遍 して ，

社会形態を築い て い く。そ こ で 形成さ

れ る社会的規範 を 人 閤 に伝 え るの は ，

シ カ ゴ の ビ ジ ネ ス 街 と人 々
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て 最も重要な欲求 で ある 。

　 そ こ で は，承認の 欲求とも関係す る

が，認 め られ た い と い う気持ち よ りも，

自己が 実現 で きる こ とを して み た い と

い う欲求 が 強 く表 面 化 す る。衣 食 足 っ

て 礼節を知 ると，次 に 人間は，創造的

な こ とに 挑戦 しようとす る欲求があ る、

　以 Lが．人間 に と って 普遍 的 な基本

的欲求で あ る 。 こ れ らの 5 つ の 欲求 IC

は ハ イ ア ラ キー
〔hierarchy ） が あ り，

一
般的 に 人間 は，最初 の 欲求が充足さ

れ る と ， 次の 欲求 の 充 足 を求め る と い

わ れ る。欲 求の 程 度 は，漸次高 くな る

の で あ る 。

　 人間 の 欲求 の うち，第 1次欲 求が 充

足 され る と 次の 欲求へ
， 次の 欲求が 充

足さ れ る と さ らに 次へ と，人間の 欲求

は，低次 な もの か ら高次な もの へ と移

動す る．こ の こ とは ，
マ ズ ロ

ー
は じめ ，

多 くの 行動科学者 や 心 理 学者に よ っ て ，

普く認 識 され て い る と こ ろで あ る u

　 しか し，人 間 は だ れ し も，高次 な欲

求で あ る 自己実現 の 欲求を潜在的 に 保

有 して い る に もかかわ らず ， 中に は 行

動 の 原動力 が こ の 段階 ま で に 到 達 しな

い か，あ る い は 到 達 して も行 動 の 中 心

と して か か る 欲求が 顕在化 しな い 場合

もあ る 。

　世の 中に は ，生理 的欲求 や
， 承認 の

欲求だけが，強 く表面化 して 行動 して

い る人 間 が 多 く い る。

　自己 実現の 欲求を 行動 の 中心 に して

い る人間 は，そ れ ほ ど多 くな い。こ の

欲求 の 極 め て 強い 人間は 社会 の 少数層

なの で ある。多 くの 人 々 は，それ以外

の 欲求が強 く行動体系に で て ，高次 の

欲求を 実現 さ せ る こ と もな く，生涯を

過 ご して い る 。

　人閼 の 欲求の うち，どれ が 個人に と

っ て 強い 意味を持 つ かは，個人が育 っ

た 環境や，個人を包囲する種 々 なる要

因 が 強 く影響を及ぼ す。個人の 成長過

程 に 見 られ る 異 な っ た 社会的背景が 異

な っ た人間を形成す る の で あ る。

　 そ こ で ，人 間の 基 本的欲求に 加 え て ，

人間の 形成過程を認識す る たあ に ，社

会 が 与 え る彰響 を 考 え な くて は な らな

い。

3 ・2　 人 間 へ の 社会的影響

　 人間が誕生す るや い なや ， 直接影響

を受 け る の は家族か らで あ る。最初 に

人間を人間 ら しく形成 す るの は家族で

あ る。

　家族 は ，まず言葉を個 人 に 教示 し，

そ の 言葉 を通 して ，社会 の 規範や文化

な ど を教え こ む 。 人間は，家族 とい う

血縁集団 に よ っ て 育成 さ れ，そ こ か ら

社会 へ と進出して い く。人間 に と っ て

の 基礎的集団と して の 家族の 重要性 は，

い くら強調 して も強調 しすぎる こ と は

な い。

　 も し，人 間 が 生 物 学的 原 理 に よ っ て

この 世 に 誕生 した として も，社会の 基

礎的集団で あ る家族 に よ っ て 育成され

な か っ た な ら ば ， た と え 人間で も人問

社会に 適応 で きな くな る 。 人間集団 に

よ っ て 育成 さ れ な い 人間 は，形は人間

で も，行動様式が 人間とは言えな くな

る 。

　 そ の 例と して は，1920年 ，イ ン ドで

発見された 子供の事例が あ ま りに も有

名で あ る．

　 こ の 子供 は，長い 間，狼 に よ っ て 育

て られて い た 。 人間成長 に 重要な幼児

期 に ，人間の 子供 が 人間 以 外の 生物 に

よ っ て 育 て られ た た め に
， 発見 され た

直後の 子供の 行動は ， 育て の 親で あ る

狼 に 類 似 して い た。

　 そ して ，人間社会 に つ れ もどされ た

後も，行動様式 に おい て は，最初 の 習

性を脱皮 で きな か っ た 。そ の 子供は ，

人間の 言葉も十分 に 覚えられな い まま ，

や が て 他界 した の で あ る。

　人間 の 子供が 幼児期に 狼 に よ っ て 育

て られ ， 人間に よ っ て 育て られ な か っ

た た め に ，そ の 後，人閤が い くら努力

をして も育 て 親 の 動物 の 習性が抜けき

らず，人間社会 に 復帰 させ る に は困難

をきた した の で あ っ た。

　
“
三 つ 子 の 魂 百ま で

”
と い う諺 が あ

る よ う に
， 人間が人間 ら し く成長す る

た め に は，人間 に よ っ て 育て られ ，人

間 と接触を持つ こ とが必要なの で あ る 。

　 人間 は，人間社会 に お い て 適 SL・で き

る よ うに な る まで に は ， か な りの 年月

を必要とす る。そ れ ま で は，社会 の 蕃

礎 的単位 で あ る家族 の 影 響が 大 き い 。

kO1 丿　 　 6Z 一

家族 は，社会生活 に 不 口 1欠な言語の 習

得，社会慣習の 教育，個 人 の 価 徳観 や

もの の 見方 の 形成 などに 大きな役割を

演 じる。

　 い か な る家族集団 に 生 まれ育 っ たか

と い うこ と が，個人 の 社会的形成と社

会的運命 の 大 半を決定す る
ti；

もの と い

わ れ る，こ の く ら い
， 個人 に 及 ぼす家

族 の 影響力は 重要 な もの なの で あ る 。

　 人 間が 自 己を 形成 し，社会 に お い て

人間として存在 し うる た め に は，家族

の 力 を ど う して も必 要 とす る。

　 そ の 後，入間 は，自分 に と っ て 血縁

的 に 近 い 親戚 や ，地琿 的に 近 い 遊戯集

団、お よ び隣人集 団 の 影響を 受 け る こ

とに な る。

　そ して ，入 間生活に 不可欠 な体系化

した 教育が，学校 に よ っ て 教示され る。

それまで の 種 々 な る集団の 影響 に よ る

人間形成 は，漠然 と した もの で あ るの

に 対して ， 学校 は 公 式 に ， それ も理 路

整然 と社会生活 に不 可 欠 な 社会規範を

個 入 に 教 示 し，人 間形成 に 大きな 役割

を演じる。

　家族 とならん で ，学校 の 人 聞形 成 に

及 ぼ す役割 は大 きい 。学校は，人聞が

社会生活 に 必要な基本的社会行動様式

の 習得 に 大 き な 役 割 を演ずる の で ある 。

　や が て ， 人間が 人間社会 で 生存す る

上 で ，ど うして も参加 しなければなら

な い 集団 は
， 職場集団で あ る。

　人間が職場集団 に 参加する初期の 段

階 は，家族集団 や学校集団で 受けて き

た 目に 見え な い 影響 が 大きい
。 しか し，

長い 間の 職場生活は，個人 の 所属す る

職場集団 の 社会的影響 が，知 らず知 ら

ず の うちに ，人間行動を異な っ た存在

に っ くりあげて しまう。

　
騒
学者 ら しい

”
，

“
弁 護 士 ら しい

”
，

t’ig員 ら し い
”

，

‘
銀 行員らしい

”

，濃

民 ら しい 1
’
と い うよ うな 言葉 で 理解 で

き る よ うIC，長 い 間 の 職業が ，人間行

動 を その 職業 に ふ さわしい よ うに 変え

て い くの で あ る 。

　 こ うして ，人間が誕生 して か ら関係

を持つ 家族 ， 遊戯仲間 ， 隣人，学校，

職場 とい っ た 集団 が ，人間 の 価随観形

成や行動様式に 大 きな影響 を及ぼ す 。

　す なわ ち．人間は ，社会集団 の 総合

で あ る広 い 意 味 の 社会 に よ っ て 人間 ら
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拙劣な り一ダーシ ッ プ で は ， 入間疎外

を 引き起 こす原因 と な る
b’1

。 それ は，組

織の 構成員が機械で は な く， 種々 の 欲

求や感情を持 っ た生きた 人間 で あるか

らで あ る。

　こ の他に も，．人間疎外を誘発す る 原

因が考え られ る が，こ こ で は注 目すぺ

きい くつ か の 要因に 限定 した。

皿　 人間の 欲求 と言葉

3 ・1　 人 間 の 欲求

　人間 は，生物学的原 理 に よ っ て 誕生

す る 。 人間の 誕生 の 起源や ，他の 生物

との 関係 に つ い て考察す る こ とは ，
こ

こ で の 目的で は な い の で ，そ の こ と は

と りあ げな い 。こ こ で の 関心 は，人閤

が 誕生 して から，社会 に よ っ て 人間 が

ど う形成 されて い くか に つ い て で あ る。

　人間を限定された 側面か ら観察す る

とた だの 物体 に すぎ な い 。状況 に よ っ

て は ，人 間 の 重 量 が 重 要視 さ れ る こ と

が あ る。

　 しか し，人間 は た ん な る物体 で は な

い 。個 々 人 は
，

そ れ ぞ れ の 欲求を基礎

に ， 種 々 な る動機を もっ て 行動す る。

欲求 は ，言葉 に よ っ て 表面化す る こ と

もあ れ ば ， 表面化 しな い で 沈殿 して い

るこ ともある。

　 しか し、と もか く入間 は ，行動す る

こ とに よ っ て 特徴 づ け られ る。

　人間 は誕生 し， 成長す る過程 で ，社

会的影 響 を受 け て ， 穐粋 な 状態か ら複

雑な状態 へ と移動 して い くが ， 常に人

間を動かす基本的な 原動力は，人間 の

内蔀 に存在す る 。

　 その 原動力は，人間た るゆえに 各人

が 保持 して い る の で あ る。他 の 生物 の

中に も，人 閤 を 動か す 原動力 に類 似 し

た もの を持 っ て い る もの もい るが ，す

べ て で は な い 。類似 して い る とい っ て

も，部分的に すぎな い
。

　人間行動の 原動力で あ る欲求は ，そ

の 個 々 の 強さに お い て は，社会的影響

に よ っ て変化す るが，人間で あ る がゆ

え に だれもが保持す る
一

つ の 生物学的

現象な の で あ る e

　人間 の 欲求 は ， 個入を動 か し，人間

の 集団 で あ る種 々 な る組織体の 行動 の

原動力 ともな っ て い る。人間 の 欲求 は ，

そ の 強 さに お い て ，入種や年齢に よ っ

て 異な るが ， 基礎に は ， すべ て の 人間

に共通 の 欲求が あると考えられる 。

　 こ の こ とは，異 な る環 境 の ドで ，多

くの 研究者 に よ っ て 挑戦されて きた，＝

そ して ，幾多の 試行錯誤 の すえ 、すべ

て の 人間に 共通す る基本的欲求 が発 見

さ れ た。そ の 欲求 は ， 人類 に と っ て 普

遍 的な もの で あ り，人間 で あ るか ら こ

そ保有 して い る本能的なもの なの で あ

る。

　 こ の普遍的な 人 間の欲求は ， 臨床実

践 の 中で も，多くの 心 理 療法家の 経 験

に お い て も証 明 さ れ た もの で あ る 。 そ

の ため に ，い かなる 懐疑をも排除す る

堅固な普遍的原 理 な の で あ る。

　 こ の 基 本的 な 欲求 が 充 足 さ れ な い 人

間は，人間 らしい 行動を示さな い の で

あ る 。 もしな ん らか の 理 由で ，基本的

欲求 が 満足されな い な らば ，人間は次

第 に 精神病理 的な 兆候 を示すよ うに な

る とい う
6）
＝

　逆に ，人間 の 基 本的欲求 が 満足 させ

られて い る人 々 は ，健康 で ，幸福 な 様

相を呈す る の で あ る。

　 こ う して ，多 くの 専門家 に よ っ て ，

人閤の 基本的欲求 の 普遍性 が 主張され

た。そ して ，
こ の 欲求は ， 人間行動 の

原動力 と な っ て い る っ

　そ れ で は 次 に ，こ の 基本的欲求と は

どうい うもの を い うの か，考え て み る

こ とに す る、，こ れ まで も，人間 の 基本

的欲 求 に つ い て は ，多 くの 専 門家に よ

っ て 指摘さ れ て い る。しか し， 表現 上

の 差異 は さ て お き，内容 に お い て は ，

ほ と ん ど 差．異 が見 られ な い 。

　それゆえ に ，人間の 欲求の 研究 に お

い て 卓越 した 業績 を 残 した ア ブ ラ ハ ム

。マ ズ P − （Abraham 　 H ．　MaslOW ）

の 人間 の 基本的欲求に 関す る説を引用

す る こ と にす る c

　マ ズ ロ ーは ，人間の 基本的欲求と し

て ，次の 5 つ を挙げて い る
7｝
。

1

2

3

生理的欲求 （THE 　 PHYSIO −

LOGICAL 　NEEDS ）

安全 の 欲求 （T｝｛ESAFETY

NEEDS ）

所属 ・愛 の 欲求 （THE 　 BEL −

QNGINGNESS 　 AND 　 LOV 一

太平洋学会誌　 重990 年 4 月

メ

謄

5

ENEEDS ）

承 認 の 欲求 （THE 　 ESTEEM

NEEDS ）

自己実現 の 欲求 （THE 　 NEE −

DFOR 　 SELF − ACTUAL1 −

ZATION ）

　第 1の f生理 的欲求j と は ，人 間 の

生存 に と っ て 最 も重 要 な，衣 ・食 ・住
・性 ・睡眠 ・酸素などに 対す る要求 で

あ る。人 閣 生 活 に お い て 重 要 な基 本 的

欲求 で ある こ れ らが 欠如す れば ，人間

は生 きて い くこ とが不可能 となる。

　第 2の 「安全 の 欲求j は ， 経済的 ，

物質的に 安定して い た い と い う ， 生き

て い くうえ で の 安定感を求め る欲求で

あ る。だれ しも，生活す る た め に は，

衣食住 の 安全確保を求め る a こ うした

欲 求 が 最 少 限 満 た さ れ な け れ ば，創 造

的 な仕事 な ど は で きるもの で は な い 。

　第 3 の f所属 ・愛 の 欲求j と は，他

の 人 か ら親切 に さ れ，愛 さ れ，仲間 に

入れ て も らい たい とい う欲求 で あ る 。

人 間 は
一

人 で は 生存 で き な い の で ，必

ず他 の 入 間 と交流 を 持 っ て仲間 を つ く

ろ う とす る。

　 そ の た め に ，目的，思想 ，趣味，出

身地などを同 じくす る人間が集団を つ

く り，い っ しょ に 集まろうとす る。
引
類

は 友 を 呼ぶ
”
と い う諺が こ の こ とを 示

して い る e 同 じよ うな人 々 が 集ま っ て ，

集団 を つ くるの で あ る 。

　第 4 の 「承認の 欲求 」 とは，自分 に

誇 りを持とうとす る 自尊心 の 意識や ，

他 人 に 認 め て も らい た い と い う欲求 で

あ る。

　だれ し も，批判 さ れ る よ り は 称賛 さ

れ る と喜 び，満 足 す る 。 複雑な 経験 を

して い な い 純粋な人間ほどそうで ある。

　 そ の た め に ，最良 の り
一

ダ
ー

シ ッ プ

や 人 間 関 係 は ， 人 を 誉 め る こ とだ と い

わ れ る。入 聞 は だれ し も，認 め て もら

い た い と い う欲 求 が あ る た め に ， 誉 め

方 に もよ るが ，誉 め られて 感 じの 悪 い

人間は い な い 。

　第 5 の ∫自己実現 の 欲求 」 とは，自

分 で何 か 自分を生か せ る こ とを して み

た い とい う欲求 で あ る。生活があ る 程

度 満足 さ れ た な らば t 自己 が実現で き

る創造的 な こ と を して み た い と い う欲

求で あ る。こ れ 1＃．， 人類 の 進歩に と っ
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的な 職務意欲を持っ 人聞から，気力を

奪 い と っ て しまう。

　機会喪失か継続す る と，労働者は意

気消沈 し，自暴 自棄 に 陥る 。 こ うして，

機会喪失 の 問題は，進取 の 気象 に とん

た 労働者を疎外 させ て しまう。

　第 3に，専門化の 問題て ある。 企業

の 合理化 は，オートメ
ー

ノ ヨ ノ を推進

し，専門化 を促進す る 。 専門化 と い っ

て も，中門化された職務か統
一
性を保

持 して い る間はまた しも，過度 の 専門

化 か な され る と ， 個人 は全体 の ほ ん の

一
部分 の 職務を遂行す る こ とを余儀な

くされる。

　現代の 産業社会 に おけ る 専門化 の 推

進は，専門化 の 弊害を生む 。 それは，

専門化 に よ っ て ，単純な作業上や 運動

ヒの 能力 しか 発揮て きな い 傾向か て て

くる ため に，個人か職務遂行を通 して

自己発見をす る こ とを阻止され るか ら

て あ る
4）

。

　専門化か進む に つ れて，個人は，企

業組織の 歯車 に すきなくなる。職場 に

お ける オ フ ィ ス オ ー
トメ

ー
ノ ヨ ノ （O

A ）化 に よ っ て，職務能率 は 向 ヒす る

か，働 く人 々 の 中に は，吐き気や 精神

痩労な との 健康障害か 出て くる者 か い

る 。

　 それて は，人間 の 成長欲求と抵触 し，

職務を通 して の 自己発現か抑止 され，

人間の 存在感を喪失 して しまう。長い

間，個 々 人は疎んしられると，やかて

無気力に な っ て しまう。

　第 4 に ，人間関係 の 問題 て ある 。 い

かな る国家 の 中 の 企業 に お い て も，組

織 の 中心となるの は人間て ある。

　人間は ， 企業 目的の 遂行の た め に
，

合理的に 組織化 され る 。 国家 の 形態に

よ っ て 多少異 な っ て い て も，公式組織

て は，職位，職能，権限か 合理的に 決

め られ る。 こ の 公式組織に 加え，人間

の 社会的関係 の た め に ，自然発生的に

出現す る非公式集団 （イ ン フ ォ
ーマ ル

集団）かあ る。

　 そ こ て は，集団内の 人々 に
一

定 の 態

度，習慣，集団へ の 帰属 ，

一
体感を要

求 し，集団の 規範か ら逸脱す る人間に

は，制裁か加え られる。しまい に は，

仲問 はすれに され る 。

　個人か所属す る職場 の イ ノ フ ォ
ーマ

ル 集団か ら疎外 された労働者は，企巣

内て 孤立 し，企業外 に は け口 をもとめ

る か，孤独 の 状態を維持す る か の と ち

らか に なる。

　相当意志か強固 な人間て もな い かき

り，時間の 大部分 を費 して い る 職場て

の 人間関係の つ ますきは，個人 に と っ

て 耐え か た い 苫痛とな る。こ う し九 人

間関係 に お ける挫折も，疎外を 誘発す

る 原因 と な る。

　第 5 に ，リ
ー

ダ
ー

ノ ノ ブ の 問題て あ

る 。 い すれの 組織 に お い て も，構成員

は，自分よ り職位 の 高 い 管理者 に よ っ

て 管±甲されて い る。

　 しか し，管理者 か 的確 な リ
ー

タ
ー

ノ

ノ ブ を発揮すれば問題ない か，リ
ー

タ

ー
か視野か狭 く，リ

ー
タ
ー

に 不可欠 な

必 要条件 （  知件 と判断力 ，   洞察力，

  責任感，  多面的な人間件，  明朗

陛，ユ
ー

モ ア ，  協調性なと）を欠如

して い る場合は ， 従業員との 間 に 問題

か生 しる 。

　生 きた人間を管理す るに は，リ
ー

タ

ーノ ノ ブ か重要とな っ て くる。構成員

か い くら適応力か あ るか ら とい っ て も，

ア メ リカ の シ カ ゴ の ビ ジネ ス 街

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Pacific Society

NII-Electronic Library Service

The 　Paoifio 　Sooiety

（48 ）　− 65 −一

で きず ， 匿名化 した大規模組織の 中に

埋没 し，自己 の 主体性を喪失 して ，た

だ 生計の手段 で あ る所得を獲得す るた

め に ，働 い て い る に すぎな くな っ た 。

　現代社会に お い て ，機械化の 促進や ，

企業規模 の 拡大が ，人 間に組織 の 部分

化を余儀 な くさせ るた め に ，人 間 は主

体性を発揮 で きず，無気力 の 状態 に 陥

る現象が 生 じた。こ う した状態が人間

疎外 （human 　 aliena’　tion）と言 われ

る。

　一
般 的 に 言 わ れ る疎 外 の 言葉 の 定義

は ，「人間が 事物 や他 の 人 間 と か か わ る

う ちに ，自己か ら引き裂か れ て 本 来 あ

るべ き自己の 本質を奪 わ れて し まい ，
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 且：

自己 に と っ て 疎遠 で ある とい う状態 」

で あ る 。

　言葉は，一
般現象か ら抽象化 して 普

遍化 し，その 社会で 共通 に 使用 さ れて

い る もの で あ る か ら ，
こ こ で は こ の 疎

外 の言葉の 意 味を そ の ままとりあげ る

こ と に す る。そ うす れ ば，技術革新や ，

規模 の 拡大 に よ っ て 個入 が 全体の
一

部

分となり，主体性を喪失 して い る 現象

を疎 外 と呼 ぶ 1 と が で きる。

　産業社会に お け る疎外現 象を究明 し

た R ・ブ ラ ウ ナ
ー（Robert　 Blauner）

に よ る と，疎外 と は，1労 働 者 と職 業 の

社会技術的状配との あ い だ と ，一
定 の

関係 か ら生ず る さ ま ざまな客観的条件

と主観的 な感催状態 と か ら な る総合的

な徴候群 で あ る弾 。

　 そ れ は ま さに ，労働 者 の 個 人 的 主 観

と，塵業 に お ける客観的条件との 関数

で あ る。社会技術的状 況 と，労働者 の

他の 人 間 と の か か わ りの 中か ら人間疎

外 の 状 態 が 生 じ るウ

　 客観的条件 に よ っ て 疎外 さ れ，主観

的 な 感性 に よ っ て ， 労働者は 疎外意識

を抱 く。

　 客観的条件 に は ，企業内外 に お け る

種 々 な る要因 が 考 え られ る 。 客観的条

件が 疎外を誘発 し，主観的 な 感性 に よ

っ て ，意識と して 浮 か び 上 が る 。個 人

に よ っ て 意識 され る こ とが疎外感で あ

る。

　 そ こ で ，疎 外 に つ い て 言 う場合は ，

客観的条件 と主 観 性 の 両 面か ら考察す

る 必 要が あ る Ct

　 主 観 の 側 面 か ら考 え る と，疎外 を 意

識する程度は個人 に よ っ て 差異が あ り，

すべ て を同
一
視する こ と は で きな い 。

疎外が意識 され た り，意識の 程度に 差

異が生ずるの は ， 人間 に歓望，あるい

は欲求が 存在す る か らで あ る
3｝

u

　もし人間に 欲望や欲求が存在 して い

な い な らば，疎外 は 意識 されな い 。 人

間 は，種々 な る欲望や欲求をも っ て 行

動して い る が ，事物 や 他 の 人間と か か

わ っ て い る う ち に ．欲望 や 欲求 が 阻止

され る。そ の 結 果 ，疎外現象が 生 じ る

の で あ る 。

　 したが っ て，個入の 欲望や 欲求の 強

さ と ， 疎外を主観的 に 意識する度合 い

が，疎 外 感 の 強 弱 に 影響を及ぼ す と言

える。 人間 の 欲求は後に考察す る こ と

lCし，ま ず疎外 を誘発す る 客観 的条件

に 目を向け る こ とに す る。

　 とか くこ れ ま で ，資本主義社会 で は，

資本家 に よ る労働 者 の 搾取 が 指摘 さ れ

て きた 。 労働者 は ， 生 産手段で あ る 資

本を所有 して い な い た め に，資本家か

ら永遠 に 搾取され る とい うこ と で あ る。

資本家は ， 為政者と結び つ き，労働者

を酷使 し，雪 ダ ル マ 式に 富を 増大 さ せ

る。

　 そ の 結果，資本家 と労働者は ，そ れ

ぞ れ 両 極 に 分解 さ れ ，労働者の ウ場は

悲 惨とな る。

　資本主 義の 根本原 理 で あ る私有財産

制 と 自由競争 の 原 理 は，そ の ま ま 純粋

に 考えると，富 め る者をますます豊 か

に し，貧 しい 者を ます ま す貧 し．くさせ

る“

　 そ こ で ，体制 の 面か ら，人間 の 疎外

間 跨 の 克 服 を は か っ た国 家 もあ る e し

か し ， 体制面か らの 克 服 をはか っ た と

して も，支配者 と被支配 者 の 関 係は 生

じて い る 。 そ こ で も，被 支 配者 は 支 配

者 に よ っ て 疎外 され る c

　 そ れゆえに ，現代 の 資本主義国家 は，

こ れ ま で の 純粋資本主義か ら生 じ る 弊

害を 克 服 して ， 多くの 人 々 に 受 け 入れ

られ る 修正路線を と っ て い る。

　 日本 や 米国 な ど の 先進 資本主義国 家

で は，国民の 多 くが 現在 の 体制 に 満 足

して い て ，極端 な体制 の 変化を望 ん で

い ない 。こ れ らの 国の 大企業で は，飼

人が努力をすれば，資本の 所有者 で な

くて も専門経営者 と して ，企業経営 を

太 平 拝 字 会 誌 　 1990 年 4 月

担当で き る可能性 もあ る。

　また 第二 次大戦後，日本な ど の 先進

資本圭義国家 に お い て は ， 労働組合 が

法律的 に 是認 され、労働者 も労働組合

を 通 して ，労働条件 に 関す る種々 な る

悶題 を，使用者と対等に交渉す る こ と

が 可能 と な っ た。

　労使関係 に 関する法律 で あ る労饑法

や ，労働基準法も，民主的原理 に 基 づ

い て つ くられ，資本を 所有 し な い 労 働

者 を 資本家 か ら庇護 して い る 。

　 しか し，資本主義制度 や ，経営 の 諸

問題がか な り改善 さ れ た と は い え ， ま
’

だ産業組織 の 中 に は，人間疎外を 誘発

さぜ る問題 が あ る 。 人間疎外を誘発 さ

せ る 諸要因を，い くつ か挙 げて み る。

　第 1に ，参加 の 問題 で あ る 。 こ れは，

労働者が 職 務 Eの 意 思 決定 や ，問題解

決 に 参画 で きない こ と で あ る．
」

　職務上 の 意思決定や 問題解決が ，上

司の 恣意的状況 に よ っ て 決 め られ 、経

営参加 が 完全 に 存在 して い な い こ とも

あ る。た とえ ボ トム ・ア ン プ とい う参

画の 形態 が あ っ た と して も ， そ れ は 表

面的で あ っ て ，実質 ヒは，真の 参加の

機会 が な い こ と もあ る 。

　 日本社会 に は，ホ ン ネとタ テ マ エ が

存在 し，表面的に は ボ ト ム ・ア ッ プ と

い う民主 的制度が あ る が ，
こ れに は 限

界 が あ っ て ，実質的 に は存在 して い な

い こ とが ある 。 従業員の 意 思 決定 へ の

参画は，これの 分をわきまえ て の 参画

な の で あ るり

　 こ の よ うな 状況 で は ，．ヒ下 ・左 右 の

コ ミ ュ
ニ ケ

ー
シ ョ ン は 円滑に なされ な

い し，進歩的な意見 の 開陳も阻止 さ れ

る 傾向 が あ る。

　 職務 の 意思決定や 問題 解決 に参画の

機会 が な い こ と や ，疑似参加制度は ，

労働者を無気力 の 状態 に 陥 らせ て し ま

う。こ れで は，仕事へ の 参加を通 して ，

目己 を実現 させ よ うとす る欲求をも っ

た 労働者を疎外 さ せ る。

　 第 2 に ，機会 喪失の 問題で ある。 こ

の こ と は ，企 業 内 に お い て 他 の 人 々 と

対等 に ，機会 を獲得す る 可能性が 存A，±

しな い こ とを い う。

　 職務移動 や 昇 進 が ，性 や 学歴 な ど の

た め に 阻止され，機会 さえ 与 え られ て

い ない こ とが ある。 機会 喪失は ，積極
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