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情 緒 研 究 法 に つ い て の 実 験 的 考 察
＊

一 羞恥感 を手が か りと し て 一
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橘 寿 郎
＊＊

1　 問
・

題

　James，　 W ．と Lange
，
　 G ，とに よ り情緒 に お け る身

体的 有機 的 反応 が 強調 さ れ て 以 来 ， 特殊 な強烈 な い くつ

か の 情緒 の ：身体 的 現 象 が 注 日 さ れ ，

一
定 刺戟 の も と に 被

験者 の身 体 に生ず る生理 的 変化 を 純粋 に客観的 に 測定 し

よ うとす る 実験的 研究法 が と られ る よ うに な つ た。生 理

的 測 定法 は被験者 の 感情構緒 が 必 然 的 に 彼等の 呼吸作

用 ， 循環作用 ， 或 い は 他 の 生理 的機能 に 変化を生ず る と

い う仮説 の 上 に 成立 し て い る の で，こ れ を 適 用 す る 研 究

の 目的 は 各種 の 感情過程 と生 理 的 変 化 との 相互 関係 を検

証す る こ と に あ る 。 情緒 の 研究 に生理的測定法 が 導入 さ

れ た 当初 は 過大 に 評価 さ れ て 内省 が 殆 ん ど無 視 され が ち

で あつ た が，次第 に 反省 され て そ の 後 ：よ どん な 場 合 で あ

つ て も被験者 の 内省を とる の が 常識 と な つ て い る。現在

ま で に 情緒 に つ い て の 生 理 的 測 定 と内省 報告 と に よ り数

多 くの 研究 が な さ れ，身 休 の すべ て の 器官系に 対応関係

の 存在す る こ と は知 られ て い る が，未 だ に特定 の 情緒 と

特定 の生 理 的 機能 と の 躑 系に つ い て は明 確 な結果 が得 ら

れ て い な い よ うで あ る。
Ruchmich

，
　A （1） は身体 的変化

だ け で は情緒 の 種類 を区別 す る こ と は不 可能で あ る と さ

え述 べ て い る。Donald ．　 B （2 ） と 同様 に Goodenough ，

F．（3） は
“
情絡 の 生 理 約 研 究法 と し て 最 も顕著 な皮膚電

気反射（PGR ）で さえ も情緒 釣 刺 戟 に対す る身体的反応

に お い て 大 な る 個 人 差 を有 し，ま た 社 会 的 訓練 に よ つ て

あ る形 の 情 緒的 反応 は 強 く影響 され る の で 典型 的 に 起 る

身 体 的 変化 の 存在 を 示 す こ とだ け に 用い る べ き で あつ

　
＊
　An 　 experimental 　 study 　 on 　 methQd 　 study 　 of 　 c−

　　 motion
− Witll　special 　reference 　to　shame −

　
＊＊ by　Tachibana ，　 Jiro　（Tohoku　University）

　 　 こ の 研 究 は 修 士 論 文 の 一部 を ま と め た もの で あ る が

　 終始御懇篤 な 御指 導 と 御校 閲 を 賜 つ た 松 本 教 授，塚 田

　 教授，宮川助 教 授，樋 口 助 教 授 に 深 甚 の 感 謝 を 棒 げ る

　 と と もに ，種 々 御 協 力 下 さ つ た 当教 育 心 理 学 研 究 室 の

　 諸 兄 に 感謝す る 。

て ，こ の 変化 の 程 度 に つ い て は用 い る こ とは 出来 な い
”

と非常 に消 極 的 態 度 を とつ て い る．か よ うに 生 理 的 研究

法 も全 面 的 に は 肯定 さ れ ず，か つ 内省報告と生 理 的 測定

に 閧 し て も 明 確 な結 果 が得 られ ず， 最 近 で は特定 の 情 緒

と特定 の 生理的反応 との 相関を求 め る とい うよ りは ， む

し ろ
一

定 刺戟 の も と に生起す る あ らゆ る 感情 的 変化 を測

定 し て 綜合 的 に 考察 を進 め て ゆ こ う とす る方 向 に あ る．

情緒 の 身体的反応 を測定す る 他 の 方法 と し て の 行動観察

法 は Watsen ，　 J．　B ．　 R）Dembo ，　 T ．に ょ つ て な され た

が ，そ の 後研究上 の 困難性 に も よ りあ ま り行 わ れ て い な

い よ うで あ る 。 特 に 青 少 年 の 清緒 に つ い て の 研究 は 情緒

の 某本的構造 を追求す る こ とな く，反省や自然発生 的 内

省記録 を基 と し た 彼等の 情緒 に つ い て の
一

般約 特徴 や 反

応傾向の 思索的探索 に 止 まつ て い る 。 しか し 自己閉鎖約

で 動揺性変動性 の 著 しい 青 少 年 の情緒 を 研 究 す る に当 つ

て は こ の よ うな方法 だ け で ト分 で あ ろ うか ，青 年 の 唐緒

的特徴 が 文化 的社 会的 に 著 し く規定され，そ の 反応 も 変

動性 に富 み．か つ 刹那 的 で あ ろ うと も何 ら行動観 察 の 意

義を否定する も の で は な い 。非常 に 困難 で は あ る が か よ

うな力動性 こ そ ， 危機 的 場 面 に つ い て の 内的 情態 と揚 的

状態，言 い 換 え れ ば 内省報告と生 理 豹 測定，行動観察 を

主 と し た 研 究法 に よ り解明 され得 られ る の で ：まな か ろ う

か ，し か し青年 の 情緒 的 体験 の 多 様 性 は すべ て の 面 で 個

入差と して あらわれ，あ る個入 の 行動 を特定の 条件下 で

理解 し得 た と し て も，こ れ か ら他 の 者 の 行動 を推 定 す る

こ と は 勿論非常 に 危険 で あ る．

　 感情 の 実験的 研 究方 法 と は 別 に 自発 的 或い は誘 発 的 内

省報告 が 用 い ら れ て い るが，特 に誘 発 的 内省 報告 で あ る

質問紙 法 は 調査 が 比 較的 容 易 で 一般的 傾 向が す ぐに 見 出

し易 い 点 か ら乱 用 され た 傾 向が み られる、質問紙 法 に よ

つ て 感情情緒 を 研究す る最 も普通 な方法 は あ る特定 の 情

緒 に つ い て 各自の 情緒体 験 を 自出 に 記 述 せ し め る方 法 で

あ り，そ の 統計的 分析 に よ り
一

般 的 傾向を 見出 し て ゆ こ

うとす る もの で あ る 。 単一
の 応答 か らな る質問紙 は そ の
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集団成 員 全 体 に 対 し て 同 じ情緒 で 反応す る傾向を有 する

か ら，こ れ を防 ぎ完 全 な写実 を要求する な らば具 体 的 な

情緒体験 に つ い て 忠 実 な 内省 が求 め ら れ な げ れ ば な らな

い
。 感情情緒 が 生 起 す る具体的場面 を露呈 し，被験者 の

体験 的 事 実 と直接結合 さ せ る こ と に よつ て よ り着実 に 研

究 す る こ とが 可 能 と な ろ う。

　そ こ で 当研究の 日的 は特定 の 情緒 的 反応 （差 恥）を生

起せ しめ る危機約場面 を実験的 に 構成 し，内省能力 の 発

達 的 伸 展 の 様祁 と 表現行動 の 分化 過程 を 内省報告 と行動

観察に よ り追求す る と と もに ，こ れ を手 が か りと して こ

の 実験的 場 面 の 一
般的反応傾向を場面構 成 テ ス ト に よ 1）

把握 し，情緒 研 究 上 の 実験 的 方法 と 質問紙 法 の 意義とそ

の 使用限界 を検討す る に あ る 。

　従来，感情研究 上 で 問題 に さ れ る こ とで あ る が実際 の

感情経験は な くと も，あ る場 面 に お け る 心 意 内容 の 反応

型 と し て 何 か 恒常的 な 感清傾肉を表現す る こ とは 可能 で

ある。　これ を従来 の 研究 （8） に み られ た 用語 に 依つ て ，

体験され た 現実 的 感情 と区 別 し，予料的 感 情 と 呼 ぶ こ と

にす る。

1　現実的差恥感 の実験的 研究

　 1）　目的 　　特定 の 債緒 と して 最 も 目常 的 な譱恥感 を

笑験的 に 生起せ しめ ，董恥 体鹸に お け る 内省能力 と表現

行動 の 分化過程 を発達 的 に 追 求 し，こ れ を手 が か り と し

て，情緒研究法 と し て の 内省報告 と行動観察 との あ り方

を検討す る 。

　2） 方法　　誰で も最初 に テ
ー

プ コ 气 ダ ー
で 再 生 され

る 自分 の 声 を 聞 く場 合 に は 自分 の 声 に 対す る興味 と共 に

一
種 の気味悪 さ ， 特 に紅会的 場 面で は 大 抵 の 入 に羞耳憾

が 伴 な うよ うで あ る。予 備実駿 に よ り同 じ く 自己 か ら分

離 され て 冉生 され る 自己 の 声を聞 く場 合 で も， そ の 場面

に よ り被験 者 に体 験 さ れ る 感情 とそ の 身 体 的 反 応 と が著

し く異な る こ とを知 つ た。即 ち実 験室 に 2 ，3 名 の 児童

を 連 れ て きて 実験す る と自分 の 声 と テ ーブ コ ーダ ー
に 対

す る関心，興 昧 が強 く， 再生 時 に は 著 しい 緊張が 認 め ら

れた が 羞恥感 を報告し た もの は 非 常 に少な か つ た。しか

し 同 様 の 操作 を普 通 教室 で 行 う と多 数 の 学 友 の 前 に 自己

が 曝 さ れ ， み ん なに 注祝 さ れ て い る とい う意識 が 強 く，

羞 恥 感，つ い で 嫌悪惑 を 報告す る も の が 多か つ た 。 そ こ

で 次の よ うな実験を行 つ た。

　録 音一
録音内容 と して は 国語教科書 で ど の 被験者 に

も容易 に 読 め る既 習 し た文章 で ，か つ 情緒 的 用 語 の 含 ま

れ て い な い 文章を半頁使用 した。最初 1 行音 読 の 再 生 時

間 を行動 観 察 の 時 間的 規準 に 成 し得 る よ うな文章を選定

した。予 備実験 で 再 生 時 に 前方の 被験者が 行 つ た行動を

後方の 被験者が 真似 る傾向 を 見 出 した の で ，録 音 は ク ラ

ス の 後方 よ り前方 へ と順次行つ た c

　再生一 工学級20名 の 録 音 終 了後， 「こ れ か ら静 か に

し て，今 録音 し た 自分 の 声 を聞 い て み ま し よ う」 と言 つ

て 速 続 して 順次再生 し た。再 生 中笑験者 は被験者 の 最初

の 1 行 の 再生時間内 の あらゆ る行動を予備実験の 結果作

製 し た 「行動記録用 紙 」 に記 入 した．

　内省一 再 生 終了直後， 予備実験 の 結果主な反応 で あ

つ た 盖恥感 に つ い て，強 度 段階別 に 配列 した次 の よ うな

用紙 を配 り，実 験時 に お け る 各被験者 の 心 的状態 に つ い

て 報告 を と つ た。

　　　　　　　　 内省用紙 雛型

年 令 　　　 才 　　性 別　　男　女

学年 　　年　　組　　氏名

次 に 書 い て あ る よ うな場 合 に どん な 感 じが した か ，自

分 の 感 じ に 合 う番 号 に ○印を つ け て 下 さい 。

1　 本を読む と き

　　 1） す ら す ら読 ん だ

　　2）　うま く読 め な い の で い や だ つ た

　　3） 少 し恥ずか しか つ た

　　4）　と て も恥ずか し か つ た

豆　自分 の 声 を 聞い て い る と き

　 A1 ），恥ずか し くなか つ た

　　2） 少 し恥ずか し か つ た

　　3）　恥ずか し か つ た

　　4）　とて も恥ずか しか つ た

　　5） い た た ま れ ぬ 程 恥 ずか しか つ た

　 B1 ）　い や で な か つ た

　　 2） 少 し い や だつ た

　　3）　い や だ つ た

　　 4）　 とて もい や だ つ た

　　5）　い た た まれ ぬ程 い やだ つ た

皿 　聞 き終 つ て か ら

　　1） 面 白か つ た

　　2）　自分 の 声 をは や く聞 き た か つ た

　　3）　ひ と りで こ つ そ り聞い て み た い

　　4）　も う一度 や つ て み た い

　被験者
一

テ ープ コ ーダーで 何回 も 自分 の 声 を聞き
．
，

馴 れ が 形 成 さ れ て く る と羞恥感 が 特定 の 被験者 に の み し

か 生起 しない こ とを 予 備実験 で 知 つ た の で ，本実験で は

テ ープ コ ーダーに 未 経 験 者 の み を被験者 と し て 選 択 し

た 。

　小学校　　 80名　　2 年 40名　5 年40名

　申学校 　 　 40名 　 2 年
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　高等学校　　20名　　 2 年

どの 学級 も身長1嗅の 配席な の で 観察 の 都合 上，中央 2 列

か ら本を順調 に 読 み得 ない 者を除き 1学級 よ り男女各 々

10名ずつ 選 択 した 。い ずれ も 昭 和29年 10月 中に 実施 し た

も の で あ る。

　3） 結　　・果

　実験結果 を 内省，行動 ， 内省 と行鋤 と の 闘係 に 分離 し

て 整理 す る。

内省報告　　小学校低学 年 で は よ く説明 して 記 入 させ た

と は い え，内 省 能 力 に つ い て 疑問が持 た れ る が，こ こ で

lt一応 内省報青 に 現 わ れ た感情を被験者各 自が 再生 申に

体験 し た 感情 と して取扱 う こ と に す る。詳 細 な報告は村

田氏 （4） の 論文 で な され て い るが 録 音 時 の 感 情 と再 生 時

の 感惰 と の 間 に は明確 な関係 の 存 しない こ とが わ か つ た

の で，再生時 の 感情 を独 自の もの とし て 取扱 うこ と が可

能 で あ る。そ こ で 内 省 報 告 を次 の 基準 に従 つ て 整 理 し

た，

β

7

δ

見廻 わ す，振 り向 く

うつ 向 く，顔 を覆 う，うつ 伏す

テ ーブ ユ ーダーを 見詰 あ る 。

Table 　 2　行動的 反 応 （％）

群 ・ …小 学 ・ 中 学 ・ 1融 ・

α 50，0 38・5129 ・0 40，0

F ，

F3F

，

F
，十 F4

（
」 52．5 47．0 31．5 5．0

無感情
＊

羞恥

嫌想

羞恥 と嫌悪

Table 　 1 内 省 報 告 （％）

小 学 ・1小 学 ・ 1中 学 ・ 融 ・

V
’

一
1
一

20．6 22．0 68．5 90．0

δ

1°°
「

908070

・5．5i　 55．・ ：
・8．  ［ ・5．・

　　 ，　　　　　　　　　　　　　　　　j　　　　　　　　　　　　　　　　I

Fig 　 1　 行動的 反応
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丶丶
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　　・ ・ 　 22… 　 5… 　 1　 ・
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．
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　Z7　ab 　le　1 は 各学年 の 被験者数が 異 る の で 内省 報告を 感

情類型 に従 つ て 学年別 に 表示 した もの で あ る 。 感情類型

中 Fa 十 F4 （恥ずか し くて 嫌 だ ） が最 も多 く， どの 学年

で も半数 近 くを 占め ，つ い で 羞i恥感 の み を報告して い る

もの が 20％ 前後を占め ， 嫌悪感 ， 無感情 ， 無 慮 答は 少

い 。 羞恥感 を報告 し て い る も の は学年 と共 に増 加 の 傾向

を示 し，無 感情 と無 応 答 は 小学生 に あ らわ れ，学 年 が進

む に つ れ て 消失す る 。

行動的反応　　予備実験 の 結果，再生時 の 被験者 の 反応

を次 の 基準 に 従 つ て 分類 し た 。

　 α 　 笑 う

髴

　 　
丶

丶

／　
、

・　 　 　 　 　 　 　 ＼

　 　 　 　 丶
　 　 　 　 丶

　 　 　 　 　 丶

　 　 　 　 　 N
　 　 　 　 　 丶

α

＼ β

＊ 感 情 が 無 い と い う意味で は な く （恥 ず か し くな か つ

た ）　（い や で な か つ た ）　（平 気 だ つ た ） を 他 と 比 較 し

て か よ うに 名付け た の で あ る ：

小

学
2

小

字
D

中
学
2

高

校
2

Table　2 は 4 種 の 行動類型 に 従 つ て 学年別 に表 示 した

も の で あ り，Fig　1 は こ れ を 図化 した も の で 次の こ と が

わ か る。

　全体 的 に み て r 行動 は 著 しい 増 加 の 傾向 を示 し，他 の

行 動型 は 小 学 2 年 で 約半数生 起 し て い るが 学年 が 進 む に

つ れ て ， そ れ ぞれ 増減 の 傾向を示 し各行動特徴が 明 確 化

し て くる。

　行動 総 数 の 25％ を 占め る γ行動型 は 小学で 20％ で あ る

が 中学か ら高校 に か け 急激 に増加 し90％ に達 し て い る。

行動数 の 最も少 い β行動型 ｝ま小学 で 50％ あ らわ れ て い る

が 学年 が進 む に つ れ て 減 少 し ， 高校 で は 殆 ん ど消失 し て

し ま う。
α 行動 型 は どの 学年 で も30’− 50 「

／e の 範囲内 に あ

らわ れ ，行動数 の 最 も多 い δ行動型 ほ どの 学年 で も半数

以 上 に わ た つ て 生 起 し て い る。

蹙鐙 と行動 との 閑係　　再生 時 の 感情 と行動 的 反応 と の

結合 関係，特 に 羞恥感 を報告した被験者 がどん な反応 を

し て い る か が 問題 で あ る。Fig　2 は 羞 恥 報 hL者 の 各行動

反応生 起 率 を示 し，Fig　3 は 羞 恥 報告者 の γ行動型 也 坦
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F   2　 羞恥報告者 の 行動的反応
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Fig 　 3　 羞恥報告者 の r 行 動 型
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Fig 　 4 ノ

率 を性別 に 図示 した も の で あ る、

　 羞恥報告者 の 行動型 生 起 率 を学年 別 に み る と全行動 生

起率 （Fig　1 ） とほ ぼ 圃様 の 傾向 が み られ るが，小学生

で は どの 行鋤 型 も半減 し て お り，こ れ は小 学生 で は薙 恥

感 を報缶 し な い もの で も こ れ らの 行動 に反応 し て い る も

の が 他 の 学年 よ り多 い こ と を示 す。

　 羞恥報告者 の γ行動勳 起 率 は 男女 と も に 学年 が進 む に

つ れ て 著 し く増 加 し
， 小学 2 年 ， 中学 で は 女子 の 方 力甥

子 よ りも高 い ， 無 感清 （平気） で こ れ らの 行動 に 反応 し

て い る も の は 全 体 の 12％ を 占 め ，α ，β， 　γ 行動ヲ剋は ほ

ぼ一
様 に 生起 し て い る が 無感 情 で 7 行動 を示 した もの は

小学生 に 2 例 あら わ れ た に過 ぎない 。

　 こ れ ら の 行動 型 の も つ 情 緒的 意 昧 を 考察 し，当研究室

員 に 羞恥反応 とみ られ る行勸型 に つ い て ， 価値段階法 に

よ る評定を依頼 した 結果， 7 行動型 を一
応荒恥感 の 表現

行動 と 決定 した 。そ こ で 羞 恥反応 と 見做 した r行動 型 と

薙耳』感 と の 結 合 関係 を み るた め に次 の 公式 を採円 した 。

　　凱 と徹 ・ ・
− St・ 搬 一

，9．FFr、 ．F
、

　 Fig　4 は こ れ らの 一
致 の 程度 を図示 した もの で ， 小学

2 年 で は 0．3 で 低 く性差 が み られ な い が小 学 5 年 と 中学

2 年 で ほ 女 子 の 方 が 男 チ の そ れ よ り も 明 らか に 高 く，学

年 が 進 む に つ れ て 舅女と もに増 加 の 傾向 が み られ る。

　4） 考察 　 先 ず内省 に つ い て み る と羞恥感 と 嫌惑感

とを 同 時 に 報告 し て い る者 が 半数以 上 を rJfめ，学 年 が進

む に つ れ て 増 加 の 傾向を 示 し て い る の に 反 し，無 感情，

無応答 は減 少 して くる 。 自我意 識 が青年謝1に 入 る 頃か ら

著 し く高揚 し て くる の で こ の よ うに 自己 が 他人 の 前 に 曝
’
され る場 面 で は 青年 に とつ て た だ な ら ぬ 問題 と な つ て く

る の だ ろ う。行動 的 反応 に つ い て み る と α 行動型 が 中学

ま で は 減 少 の 傾向 を示 して い る が 高校 に 入つ て む し ろ 多

くな つ て き て い る の は こ の 中に （て れ か く し） が 含 蛋れ

て きたた め と推察 され る 、 β行動型 が学年 が進む に つ れ

て 著 し く減 少 し て くる こ と は 外部的 表現 が 減 少 し興 奮性

が 増 加 し て く る と い う Jersild，A （5） の 指摘 した 情緒表

現 の 発逮的牡微 と
一

致 して い る よ う に 思 わ れ る カユ
， 七 か

し こ の 場 面 特有 の 身体的 表 現行動 で あ る γ行勸 は む し ろ

反対 に増 加 の 傾向 を示 し て い る。こ れ は Jersild．　A ．（5 ）の

指摘 した 情緒表現 の 発達的 特徴化 は あ く まで
一

般的 傾向

に す ぎず ， 青年期 に 自我意識 と と もに 箸 し く分化発展す

る羞恥感 に は そ の ま ま当嵌ま らない こ と を示 し て い る と

考 え られ る。こ こ で 蓋 月，ら的 行動 と名付 け た γ 行動 は あ く

ま で我々 成人 がみ て 羞恥 感 の 身休 的反応 と見做 し た行動

で あ つ て す べ て の 被験者 に 対 し て 同 じ意 味 に 解す る こ と

｝よ必 らず し も当 を得て い ない n 成人 と は自ら 異つ た 情緒

的 牛撒 を もつ て い る児童 生徒に とつ て は 異 つ た 意 味 を持

つ て い る か も し れ な い 。低 学 年 で は r 行 動 型 を 除 い て
一

様 に 生 起 し て い た 他 の 行動 型 が学年が 進 む に つ れ て それ

ぞれ増減 の 傾向を示 して くる こ とか ら低学年 で は こ の 場
』

画 特有 の 際立 つ た 行
一
9St特徴 を 決 め 難 い が 高学年 に な る に

つ れ て，こ の 実 験場 画 と各行動型 と が か な り明 確 な 結 含

関係を示 して くる こ と が わ か る。即 ち 行動型 の 発達 訥 特

徴化 は 羞恥体験 者 の 増加 と共 に 羞恥感 や 嫌惑 感 が青年期
『

に 入 る頃 か ら著 し く分化伸展 し て くる こ とを示 す。 7行

動型 を 羞耳』感 の 身体 的 反応 と見 倣 し た場 合 に質閥紙 で 得

た 内省 と
一
致 して く る の は 中学 2 年 頃か らで あつ て ， 小

学 生 で は 低 く，行 動 型 の もつ 意 昧 と 内省 報告 の 信頼性 に

つ い て 同列 に 並 べ て論 ず る に は 多 くの 危険を 孕 ん で い る

こ とが わ か る 。 樋 口氏 （6）の 調査 は 日常 の 生活感情 （気
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分）に つ い て，反省 に よ る 明晴感階の 毀階評定 で あつ て

特定 の 感情情緒 に つ い て の 内省 で は な く， そ れ 故 に 特定

の 感情 に つ い て の 内省轅告 の 信藾【生を証明す る もの で は

な い が 「中学 2 ，3 年 頃 か ら 環魔 に 対 し て 構 え を とつ て

い る 自己 の 内部環境 を ある程度体制化 し，把握 す る こ と

が 可能 に なつ て くる」 と 結論 して お り， 又 続氏 （7） は質

問紙 に つ い て の一連 の 批判的 調査 ｝こ て ，向性検 査 で選 別

能 力の あ る項 目は高校生 に 比 し て 中 学 生 に は 著 し く少

く，評定値 に つ い て の
一
致貶 の 調査 に お い て は 中学 1 年

で は 上 学年 に比 し て そ の
一

致度 は 低 くか つ 評定値 も大 き

く同 列 に並 べ て 論 じ得 られ な い こ と を 指摘 して い る。両

氏 の 調査紿果 と 辰丁様 に こ の 実験結果 で も羞恥感と羞耳』的

行動 と の 一致度 が小学生 で は 低 く，中学 2 年頃 か ら著 し

く高ま つ て くる こ とが わ か る。こ の
一

致度 が小 学生 で 低

L・i の は 彼等に は未 だ 内省能 力力沫 発達 で 不備 で あ り，か

つ 羞耳憾 が 青年 程 特 定 の 身体 的 反応 に 分化 し て い ない た

め と推察 さ れ る D

皿 　予料的差恥 感 の 調 査

　1）　目的と 方法 　　現 実 的 羞塾感 の 実験場 面を 場 面構

成 テ ス ト に よ り把握 し　（テ ス ト場面 3 ），同時 に行動観

察 よ り得 た 行動類型 を予 料せ し め る こ と に よ り， か よ っ

な 場 面 に お け る予料的羞恥 感 と行動 型 との 結合関係 を発

達 約 に 追 求 し，
’
前述 の 実験結果 と の 照 合 か ら，情緒 研 究

法 と し て の こ れ ら の 研究法 の 特徴 と信 頼 性 とに 若干 の 検

　　　　　　　　　　　　　　　　　 感　情　表　現

　 学校

　年 令 　　　　　　 又 どん な 行動す る か ，

　 性別 　　男　女

討 を加 え る 。

　調 査 方法 と し て は 実鹸場 面 の 予 料的 惑情調査 （3．み ん

な の 前 で 録音 し た 自分 の 声 を は じ め て 聞 くと き） に 園 原

氏 （8） に よ る
一一

連 の 蕣 恥感 の 調査 結果 よ り羞恥 反 応 の 高

い 19の 場 面 を選 択 し，計20 の 構成場 面 に つ い て 次 の よ う

な予料約 感情 と 行動型 と に そ れ ぞ れ 記 入 せ しめ た。

　予 料的 感
．
庸型を蓋恥感 の み に 限 らず 日常経験され る主

な 感情 を付加 した の は 被調査 者 に 自由 な’O構 え を と らせ

るた め で あ る 。

　2） 被調査 者

中 学 2 年

高校 2年

大 学

結　果

仙 台市立 A 中学　　男65 女63

仙台市立 B 中学　　男 62 女59

宮城 県 立 C 高校　　男58

仙台市 立 D 高校 　　男61

宮城県立 E 女 子 高校　　　女 58

宮城県 弦F 女 f高校 　 　 女60

国立 大 学 G 数養部 男192

女子短期 大 学　　　　　女 124

総 計 8Q1枚 の 調査 用 紙 の
．
うち か ら， 具体的記述 の 瞹昧

な もの ，矛盾 して い た もの 等信 顛 度 の 低 い 用 紙 を 除 外

し ， 更 に整理 の 都合上各組 か ら 100 枚ずつ を無作為 に 拙

LLiし ， 言［
’
　600 枚 に つ い て 整 理 した D　 Fig　5 と Fig　6 は 予

料的 感清型 と行動型 との 生起率を学校別，性 別 に 図示 し

た もの で あ る。

　　　　　　　　　　　　　　 の 　
．
調　査　　皿

下 に 書 い て あ る もの を 番号順 に 読 ん で ，そ こ に書 い て あ る よ うな場含 に どん な 感 じが す る か

　　　　　　　　　 自分 に あ て は ま る項 目に○ 印 を つ けて 下さい
。

た だ し，感情 に つ い て そ の 感情が弱 い と きに は △ 凧 強 い と き に は ◎ を つ け て 下さい 。
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Fig 　 5　予料的 感情
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Fig 　 6　予 料的行動

　 1

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　 B ， 矢巨らん 振 り

　　　　　　　　　　　　　　　 B2 ．
赤面

　み ん な の 前 で 初 め て．Pt生 され る 自分 の 声 を 閾 く場面で

予 料的素恥 感 に 反応 して い る もの は女子 で は ど の 学按で

も40％を上 回 つ て い る の に 対 し て ，男 子で は 30％ 強 で あ

り大 学 に な る と20％ に 減 少 し て い る、こ れ に 反 し 無感情

（何 と も感 じ な い ）は 女 子で は20％ 前後で あ る の に 対 し，

男子 で は30％ と多 くな つ て お り， （うれ しい ）は 男女共

に 中学，高校 で は20％ 前後 で あ るが大 学 に な る と 工0％以

下 に 減 少 し て く る。予料的 行動 型 に つ い て み る と女子で

は r 行動 が30前後 で 最 も多 く， （赤面），（知 らん 振 り）

の 順 にな つ て い る の に 対 し，男 子で は 反対 に 中 学，高 校

で （赤面 ） が30％ あ らわ れ ， 他 は 10％前後 で あ り r 行動

型 は 最 も少 い 。実験結果 の 処 理 と同 様 に予料的羞肱感 と

羞恥的 行動 と見做 した r 行動型 と の
一
致 の 程 度 をみ る と

女 子 で は ど の 学 年 で も 0．3 程産 の 一
致度 をボ して マ・る の

に 対 レ 男 子で は高校 ， 中学 と低学年 に な る に つ れ て
一

致 の 程 度 が 明 らか に減 少 し て きて い る。（Fig　8 を 参 照）

Fig 　 7　羞恥反応

W 　実験結果 と 調 査結 果 と の 関係

　実験と調査 との 結果 を羞恥感， r 行勸 型，羞耳憾 と γ

行動型 と の
一

致，の 三 面 よ り同時 に 図示 した の が F三g7
Fig　8 ，

　 Fig　9 で あ る。

　 羞 恥 感　　現実 的羞恥感を報告 し て い る も の 1よ小 学

2 年 で 50％ を しめ，学年 が 進 む に つ れ て 男女共 に 増加

し，高校にな る と90％ lc達 し て い る が，予料的 羞恥感 で

ほ 男が30％前後女 が40％強 で あ り どの 学 年 で も同 程 熨 生

起 し て い る。調査 の 19の 構成 場 面 が 日 常的 に 最 も羞恥的

と考 え られ る 場面 で あ るか ら ， 実験的 場面 で は こ れ らの

場 両 と の 相対的 此 較 に よ り現 実的 羞恥感 よ り予料的 羞恥

感 の 生起率が 低 くな つ て い る こ と も考 え られ る が こ れ よ

りもむ し ろこ れ ら二 種 の 研 究 方法 上 の 特性 に よ る も の と

推察 さ れ る。現実 的 荒恥感 で も予 料的 羞恥 感で も女子 に

男 子 よ り生 起 率 の 高 い こ とは羞 耳憾 の社全 自勺特性 に も腿

係 し，注意 され た くな い 事柄 が 男女 の 主体 的条 件 の 朽違

に よ つ て 異 つ て あ らわ れ て きた も の と 考 え られ る n

’

　薙恥 的行動　　現実的 γ行動 は 20％ か ら学年 と と ｛、に

著 し く増加 して くる の に 対 して ，予料的 7 行動 は 男子 で

は 約 10％ ，女 子 で は 20 耐30％ に わ た つ て あ らわれ て い る

に 過ぎず研 究 法 上 の 差異 と と もに 性差 も認 め られ る 。

　羞恥 感 と羞塁1き的 行動 と の
一
致 の 程 度　　現 実 的熊 ，憾

と行動 と の 一
致 の 硅度 は男女 と も に 学 年 が進 む に っ れ て

著 し く上昇 し て くるが女 子で は そ の 上昇学年 が 早 い 。…

方 予 料的
一

致 の程 度 は 女 子 で は どの 学 年 で も 0．3 で 低 く

男子 に 至 つ て は 大 学 で 0．2 強 で 高校，中 学 に な る に っ i’L
そ れ 以 下 に減 少 し ， 男女 と も に現実的薙恥 惑 の

一
致度 よ

り明 らか に イ氏い こ と が わ か る D

Fig 　 8　 r 行動型 Fig　 9　羞恥 と γ行動 と の
一
致
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　以 上 の 如 く，羞恥感，茄恥的行動，こ れ らの
一

致 の 程

度 の 三 面 よ りそ れ ぞ れ 実 験結 果 と調 査 結果 と の 関 係 を比

較考察 して きた が ど の 比 較 にお い て も こ れ ら の 結果間 に

著 しい 差 具 が 認 め られ る。す 1．s わ ち，現 k 的実験結果 よ

1・）も 予料 的 調 査 結果 の 生 起 率 が ど の 場 合 を と つ て み て も

著 し く低 い こ とが わ か る。 これ ら の 精果か ら同 じ く 「テ

ープ コ ーダーか ら再生 され る 自分 の p をみ ん な の 前 で 初

め て 聞 く」 場 廁 で あ つ て も実 験 的 結果 と質 問 紙 に ょ る調

査 結果とて 1よ大 きな杣速 を ；rs・し，羞恥感 の 如き情緒研究

に 関 し て 質問紙 法 に よ る 調査結果 は あくま で その 集団 の

一般 的 な反 応 傾 向を 示 し て い る に 迥 ぎ ず，こ の 種 の 調査

結果か ら そ の．盛情 時緒 の 現実 的生 起 の 様札 に 関 して 云 々

す る こ とは 殆 ん ど不可能 に 近 い こ とカ わか る 。 質問紙 に

よ る 調査 結 果 は あ くま で
一

般 的 傾向の 表示 に 過 ぎ ず，い

わ
1
♪る 凋査 つ 範囲内 に お い て そ の 焦団 の 感情反応傾向を

知 り得 る の み で あつ て そ の 感弯の 現実的 意味づ け は で き

な い 。 現実的 芦「
’
感 の 生 起 の 様 佃 は 具 体 杓 場 面 と 自己

（自己 曄の 水 準） と の 力動 的 な桓互 闘 係 に お い
’
ご成 立 す

る の で あ つ て ，羞茹感 の 主 体的 必須条什力 と との つ た 上

ぐは じめ て 羞恥感 の 予 料的 場 面 力 意 味 を も つ て くる も の

と考え られ る 。 ti寺に 羞恥感 は 対人関係が 極 ゐ て 決定約 な

条仆 とな つ て くる の で こ の 規定Z 件 無視す る こ とtj，　f’

き な い 。．diド〒．晴楮は 本質 上 固 定 的’もの で な く，流動

的，力動 的 て あ り，湯的状洗 』卞 体 的 情況 と の 複雑な過

」・・．お い て 生起す る もの で あ る カ ー・，こ れ を質問紙 法 に

k つ て 捉 え よ うと す る こ と 自 体 無 理 ，s．こ とか も知 れ な

い 。感情 の 中で も情緒 は か よ うな 恵 味 で あ くま で 実験 的

研究法 が 中心 とな るべ きで あろ う。

　 要　約

　 薙発感 を生起 せ しめ る県体 的場 画 につ い て，行動 習 學

＿”主 と し 〆一実験 的 方法 と 予料的 調査方法 との 結杲を比較

考察 し，さ らに こ れ らの 結果．つ 照 念 二よ 丿，か よ うな 情

繕研究 に 際 して こ れ ら研究法 の 意義と持徴 と に つ い て 次

の よ うな結果 を1留 こ。

　 1）　「み ん な の 晦で 録 音 した 自分 の 声 を
）

じ め て 聞く」

場 面 で 差琉 感を抱 くも の は 小学 2 年
v
’
約半数 あ り， 学年

が進 む に つ れ て 増加 の 傾向 を示 す 。 か よ うな砂 面 ＝ 我 々

成 人 が み て 羞恥 の 身体 的 反応 と 見做 した r 行動 を示 すも

の は学年 と と もに 著 しい 増加 の 傾向魁 ∫くし，他 の い くつ

か の 陪、立つ た 行動型 は 低学年 で は一様 に 珊 但 し て お り，

学年 と と も に それ ぞれ 増城 の L｛
「

勹を 示 し，行動軒 役 が 発

辻 的 に 明 確 化 して くる。

　 2）　 r 行動 （うつ 向 く，顔 を覆 う， うつ 伏す） を羞恥

感 の 身体 的 衣現行動 と見做 した 場合 に ， 現実 的羞恥体験

と r行動 とが一致 し て くる の は 申学 2年頃 か ら で あ つ て

そ れ も女 子 は 男子 よ ラ早 い 。

　3）　上 述 の 実験場 面 を場 障，構成調合 乙 よ り感情 と行動

反応 とに ア料せ しめ，
Vt

〕予 料 的 調査結果を実験結果 の

羞恥反応 ， γ行動，羞恥 と r 行動 と の 一
致 ，

の そ れ ぞ れ

に比 較す る と，ど の 比 車文に お い て も境実 的 反応 率 よ りも

予料 的 反応率力 著 し く低 い 。

　 こ れ らの 粘果か らか よ う；a情緒 に つ い て の 予料的 課 査

結県 は あ くま で そ の 集岡 の
一

般的反応傾向の ず π 脳 す ぎ

ず ， そ の 情 嗜 の 現 実 的生 起 の 様 相 に 関 して は 殆 ん ど意味

を有し 广
’
い こ と ガ 冫か る 。 情楮 は 拠 え ， 忌鷹 客観 的 場面

に 基 づ く複雑な 力勣 約過程 で あ るか ら ， こ の ナ 質的解明

に は あ く まで 実 験 的 研 究 颪 が 中 心 と IKる べ き で あ ろ う。
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