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＊
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概 観

　依存性 の 研究 は 歴史的 に み る と，親子関 係の 研究 ， し

つ け に つ い て の 研究な どの 随伴物 と し て 始 め られ た。し

た が っ て ，依 存 性 の 研究 は，親 子 関係 に 関す る 本格的 な 心

理学的 研究 が さ か ん に な りだ した 1940年代 か ら しだ い に

始ま っ た とい っ てい い 。しか し，依存性その もの と して

単独 に 問 題 に さ れ る よ うに な っ た の は ，1953年の Sears
，

R ．R ．ら の 研究か らで あ る。ζれ は ，それ 以 前の 依存性

につ い て の 研究の 集大成 をす る と ともに ，そ の 後の 依存

性 の 研究 の 方向 と方法 と を規定 して し ま う とい う役割 り

を果 た した。ほ ぼ こ の論交 を契機 に して ， 依存性 とい う

概念 が 親 子 関 係 と人 格形成 を記 述す る 際 の 有効 な変数 の

ひ と つ と し て の 位置 を 占め る よ うに な っ た の で あ る。

　わ が 国に お い て も Sears らの 影響 は 大 き く ， 本格 的

に 依存性 力糊 題 に され た の は ，Sears らの 結果 を 口本 の

幼児に お い て 検討す る とい うか た ちで なされ た 津守 ・稲

毛 （1960） が最初 で あ る 。 が ， 最近 で は 青年期に お け る

依存性 の 問題，社会 的 同 調 性 の 聞 題 ， 依存性概念 の 検討

の 閥 題 な ど種 々 の 角度か ら独 自の 研究 が 進め られ て い

る 。

　以 上 の よ うに ，近 年，内外 に お い て 依存 性 の 概念 は 入

格 研 究 の な か で か な り重 要 な概念 の ひ とつ に な っ て きた

とい え よ う。こ こ 10余年間 に は 依存性 に つ い て の 研究 は

直 接 こ れ を扱 っ た も の だ けで も 80 に 近 くな っ て い る。

1963年版 の NSSE の 「児童 心 理学 」 （Stevenson ，　H ，

W ．et　 al ，，1963）に お い て は ，洞
一

視
”
，激 撃性

e

，ミ

達

成 動 機
”，“不 安

”

と と も に ，　
“

依存性 と 自立 性
”

の 章 が

も う け られ て い る 。 こ の 章 を担当 し た Hartup，　W ．　W ．

（1963） は，依存性 と自立 ［豊に つ い て の 夊献総覧を した

＊

　Dependency ； empirical 　 evidence 　and 　theore −

tical　re −exam 三nation 、
t ＊ by　Keiko 　Eguchi （University 　of 　Tokyo ）

あ とで
， 以 下 の よ うに 述 べ て い る。 r依存性や自立 性 と

い うよ うな 巨視 的 な構成概念 が対 人 的 行 動 を 統御 し，予

想 す るた め め試 み に お い て
， 科学 者に と っ て どの 程 度長

い 期 間有効で あ り続 け るか は明らか で は ない が，い ま の

と こ ろ こ れ らの 概念 は ，子 ども の パ ーソ ナ リテ ィ や 社 会

的 行 動 を 記 述す る た め に 用 い られ る語い の 中に ， 確実 に

入 っ て い る 。」

依存性 の概念 と測定

　 1．　 依存嫉 の 定義

　依存性 とは何 か ， あ るい は，何 を依存性 とよ ぶ か は い

た っ て あ い まい で あ る。が，従来 の 研究 の だ い たい の
一

致点 は ， 「人間対人聞 の 行 動 に つ い て い うもの で ，社会

的行動 の ひ とつ の 形式 で あ っ て，他 入 と の 接触 あ るい

は ，他 人 か らの 養護 に よ っ て 生ず る満足 に 向 け られ た行

動 を あ らわす 」 とい うこ とに な る 。 （Hartup 　W ．　W ．，

1963）

　た と え ば ，
Bandura

，
　A ．＆ Walters ，　R ，　H ．，（ユ960，

1963）は 「他入 か ら 肯定 的 な （pesitive）注 意を ひ き お

こ した り，他人 に 而倒をみ て も ら うよ うな 反応 を ひ き お

こ した りす る こ と の で き る ， 反応 の ク ラ ス 」 と定義 し，

Gewirtz，　J．　L （1956）は 「注意， 是認 ， 愛情 ， 保証，近 接

などを含 ん だ肯定的 な （positive）社会的反応 を 他 人 か

ら得 よ う と す る 行動 で あ る」 と し て い る。ま た ，
Sears，

RR ，ら（1953） は，「助 力 や 承 認 を求 め て い る こ と が明

らか で あ る よ うな ， 学習 に よ っ て 獲 得 さ れ た 動 機 づ け

（motivation ）の 体系 で あ る 」 と して い る。

　そ の 他に は ， 対人 関係や意志決定 の 際 の わ く組 み と規

定 し て い る も の （McCord ，　W ．　 et 　 al．，1962），　 Horn・ey

の 苦情 を 訴 え る パ ーソ ナ
・
リテ ィ　（complaint 　persona −

lity）ま た は ， 入 間 に 向 か う動 きをもつ パ ーソ ナ リ テ ィ

（moving 　toward −peeple 　personality ）を依存性 を あ

らわ して い る と す る も の （Zuckerman ，　M ，　et　 al．，1961）
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な どがあ る。

　依存性 の 概 念 を1胡 亘に す る 際 に と り あ げ られ る の が，

依存性 の ｝
動因

”

を 認 め るか
， 単に

“

行 動傾向
”

と す る

か p の 2 つ の 立場の 相違で あ る。こ れ は ，

こ

動因
”

が踏

要 な 構成概倉 f’あ るか どう か
， とい う今 日 的 な大 きな 問

題 に 痢 を発 し て い るわ けで あ るが ，
こ こ で ぽ

， 依存性 に

つ い て しぼ っ て 考 え て み よ う。

　 まず ， 依存性 の 動機的構 成 概念 （mQtivational 　 c 。n −

struct ）を 1 忍め る人 た ち に は ，
　 Sears ，　R 　R 、，　Beller，　 E．

K ，Heathers ，
　G．，　Bandura，　A．，　Walters，　R．　H ．、な ど

がい る。こ の 立 場 の 人 た
’
らは ， 依存 の 動囚 を 謡 1｝1．一の 誠

別 し うる 動囚 （unitary 　 discriminable 　 drive）”

で あ る

と し，第二 次 的動囲で あ る とレ う　 か れ b の f 現 を伝り

る と 喉 得さ勲九依存 の 動囚 （acquired 　 drive 　 of 　 de−

pendency ）
”

（．Sears，　 R．　 R ．），　
k．一

般的な依存 の 動因

（general 　dependency　drive）”（Beller，　El　K ．）β 清

緒的依存 （emotional 　dependency）”

（Heahers ，　G．　）
謡

依存動因 （depe エユdency　 drive）”

（Bandura ，　 A ．＆

Walters ，　 R 　 H ．） な ど とな る．こ の 立 1 の 代表者 と も

い うべ き Sears ，　R ．　R ．は 「こ の 考え方は，小 さい 子 ど

も が親 に 注意
・愛 情

・
保 証 を 求め る こ と の 自然 発 生 的 性

格 とその 永続性，お よ ひ 飾 菱や愛「向 t と り去 る と依存 の

傾 Jがみ か け上強 ま り，か な りの 里 の 蓋 …が ’
丿ゾ 　　 ）

と そ れ へ の 傾向 が低滅 す る とい う こ L か らき て い る 」 と

して い る （Se4rs 　R ・R ・1963）。

　
一

方
蚕

動囚
”

とい う概念 を用 レ ず に 依存性 を行Sb　1：［勹幅

成概念 （b θh
“vioral 　 construct ）で あ る と して い る 人 た

ちに は ，
Karal

，
　 E ．，、Hartup，　W ．・W ．　 Gewlrtz ，　J．　 L

な ど が い る。こ の 立場 の 人 た ちは 「依存性 とは ， 愛 1ぼを

‘
i
丶
め る ， 助力 を求 め る ， 注意 を ひ くな ど どい うよ うな多

くの 畢 な っ た 百動 に つ け られ る カ テ ゴ リー一また は見出 し

二
吾で あ る 」 と し て い る。た とえ ば Gawirtz

，
　 J．　 L ，は 「依

存行動 と は ，ま え も っ て 依存的な行動 に 対 して 与 え られ

た弼 匕と結合 して い た 手 が か り
．
に 対 して の み 生ず る オ ペ

ラ ノ トな活動で あ る 」 と し て
≧

動囚
”

とい っ概念 を排除

し，．単 に 刺激 と学習され た 反応 だ けで 説明 しよ うと して

し　／　（Sears，．R ．．　R．，　1963）。

　 これ は t”しう）に 工 要 な 門遺で あ ろ う。Sears’
，
　R ．　R ．が

い うよ うに 現段 1も ttは ど   らが正 しい と もい え ない も の

で あろ う （S！ea ：st 　 R ．　 R ．， 1963）　けれ ど も， どちらの

立場 を と っ 、て い て も，．実 1ク．、に なされ て い る研究 の 資料 は

一V ずれ も同 し よ う．な吾 動 （overt 　behavior ）の 卸等 力 ら

き て レ る もの ガ 大部分
’e
」1’あ り，ま た 　依存 ［生の 採作 田 定

我 に 才
｝
い C も，

’
2 っ の 立 賜 に ；は 差 果力 、『め られ な い こ と

は注 し すべ きこ とで あろ り　つ ま り
’
現在 まで の と こ ろ

こ の 大 t な問越 を解 く手 D
“
　
／
＞ りは な く ， 単 に 臥題 意

一
峡 こ

と ど ま っ て い る と い え よ う。

　2． lpa作 的定 a ：翁動観．、≦の わ く組 み

　そ こ で 以下 で は　動援的 （motlvational ）あ るい は 行

動白， （behav 三〇 ra 】） とい う 、 場 の 区 別 を せ ず に ，現 在

ま で に な さ れ て い る 研究 に お い て 具体 的 に は ど うい うも

の を依イ∫　ltkと よ ん で い るの か ， その 1．tS作的定 麗を み て み

よ う。

　従朱 の 多くの 研究 か
・
致 して い る の は

， 次 の 8 点で あ

る。

　   身体的 な 接触 を不 め る程 度

　   他人 の 近 くに い る こ と，池人 と と も1＿ ・ろ こ と を求

　 め る程度

　   他人 か ら， ：1 融 勺お よ び 栩理 的 な 助力 を求 め る 荏 度

　   冂 定 的な （posi
’
tive ） しか た で 注意 を求 め る祠 図

　   ノ 定的な （negat 三ve ） しカ た で 注意ビ kめ る狙度

　   侏 」正 を求 め る仁度　　　，

　   こ と に の ぞ ん どと きの 受身的 な姿勢 の 釈度

　   安 全 を求 め ，冒険 を」畳け 翻 度

’
r−tiし ，

こ の 8 点 の うち の   〜  の 6 点 力特 に 多 くの

研究 が一
致 して い る もの で あ る。こ の 6 点 は Sears

，　R ．

R ．ら の 愉突 （1953）が用 い た も の で あ り，それ 力 依存

要豕 ま た は 依存行
1
」訓 h†吃 して v、課 嫡或され て きて い

る。これ ら を用 い て い る研究 に は，た とえば 3ん 5 才児

を対 家に し た 昼 eller ，　 E．　 K ．（1955），　 Heathers ，　 G ・

（1955），Crandall
，
　 V ，　J．（1960），

．2施〜6％才児 L っ い

て の Marsha ！l
，
　 H ．　 R．（1961），1 〜2 才児 に 閃す る i‡

守 ・稲毛 （1960）な どの 研究 力§あ る。な お ，  〜   に 献

当す るも の の 他 に   の 受動的な姿勢 を も用い て lv’　6，も の

に は ，
Kagan ，

　 J．＆ Moss ，　H ．　A ．（196 ）の 20余年問 こ

わ た る縦断 的 研 究 が あ る。こ atJ ，残 され 瘴観察お よ び

面接資料の 3〜 6 才当時， 6 〜10才当時 の 評定 を す る1殊

の 拓十：と し た も の で あ る。また，  の 安命を求め 冒険 を

逓 け る な どを も用 い て い る も の に は ， 4・“7 才児 に つ い

て の 母魂 の 諏缶 の 際 の 亅旨標 と した依田 ら（1961），成人 を

対 象 に し た Kagan ，　J．＆ Moss ，　H ．　A ．（1960 ） の もの

な どが あ る b

　 な お ， こ の 8 点 （t／うち の い く P か だけ を 依存 性の 指

樽 と し て い る蛎合も あ る。た と え ば，Bandura ，　A ．＆

Walters ，　R 。　H ．（1960） は 反 社 会 的 攻 鞏 性 を示す青年 の

研究 に お い て ，  ，  お よび   の 3 つ だ け を 用 い て い

る。

　 3． 依存性 の 測定 ：テ ス ト

　 依創 生の 測定 の た め に 用 い られ t（い 喬テ ス トに i」1，主

な ぢの こ し てけ の よ うな も の カ あ る。づ L わ ち　 Ed 一
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F

wards ，　A ．　L ．の EPPS （1954） か ら 3 つ の ド位 ス ケ ー

i一レ ，　我讐｝1頃（deference），求 ‘ （succ6rance ），　屈毛遊（aba −

sement ） を 用 い る もの 　Navran ，　L ．が MMPI の 項

目を 用 い て 作成 し た 依存性尺度 （Dy 尺反 ）（Navran ，

L．，1954） お よ び TAT に よ る もの で あ る。

　依存 「生の 測定 の た め に TAT を用 い た の 咼 ，　 Kagan ，

J．＆ Mus ．sen
，
　P．　H ，（1956） が 最初で あ り ，

　 r の 後の

研究 は か れ らの 分析方法 を 踏襲
』
じて い る とい っ て い い 。

こ れ は TAT 図版 の うち S枚 の カ ードを用 い て 算団 法で

反応 を得 て い る。対 家は 17〜31才 の 男チ肇生 27 名で あ

り，拐 られ た 物阿りを次 の 2 つ の 観点 か ら丿｝析
．
し L 　 ま

ず，主人公 は 課題 の 解決 に あた っ て 他ノkの 助力を 卞め た

か ，そ して 第 2 に 主入 公 は 愛情 や 支 7．を喪ケす る こ とを

悩 ん で い た か ，で あ る。わ が国 に お い て は 井上 ら（1963）

が ほ ぼ 同様 の 方広で 青年 （中学 1 年 か ら大学 2 乍） を対

象に TAT を行 な い
， 助力，援助，世

一
1−，1冂 岐，1女 近，

接触，支待 ， 激励な どを指標 に 分析 して い る。

　 と こ ろ で こ れ らの 測定用貝 の 妥 当性 は ど う で あ ろ う

か。こ れ ら の 妥当性 の 検副 に 桐当す る研究 が い くつ か あ

る 。

　 た とえば，EPPS の 下位尺度、こつ い て は Bernardin
，

A ．C．＆ Jessor，　R ．（1957） の もの が あ る。かれ らは，
』

EPPS で 学生 520 名 か ら依 存 性 が 高 い も の と 口立 的 で
・

あ る も の 各 55 名 を 選出 し ， （a ）他人 に プ∫認 を kめ る

傾向， （b）他人 こ助力 を求 め お傾向 ， （c ）｛ui人 へ の 同調

（confor 皿 ity）の 傾 向 を 実ls”R 的 に調 べ た と こ ろ ， （c） に

つ い て は 恂 詳 に 有意な産 が なV、 こ と を服告 して い る。、ま

た ，Gisvold，　 D ．（1958） は 自律 の 尺 度 （autonomy ）

i・d よ び恭順 の 尺度 （deference）と集団内】・WJ性 （gr。 up

conformity ）と の 関係 をみ た と こ ろ， 自徃 とは 有意な

負 の 柘 閖 が あ っ た が ， 恭順 とは 有意 で は な カ っ た と して

V．1 る。 しか し ，　 Zuckcrman
，
　M ．（1958）の よ うに 3 つ

の 下 位尺度が，｛在威 に 従 ）とい う意味で の 信（存性 を 測疋

し て い る とい う 級告 も め り，

一
致 し た 見解 に は 測 逸 して

い よ レ 

　測走 に つ い て の 他 の 研究 と し て は ZuckGrman ，　M ．ら

（1961）の も の があ る。か れ ら は 看 ア学転 の 学生 乙対象

に 　数種 の 依存性尺度
’
（仲団冒ヨの 他人評止 ， 自己訂定 ，

Navran の Dy 尺度，　 EPPS ，　 SCT ，　 TAT ， 卩

一ル シ ャ ッ
ハ ）間 の 併存的 お よ ひ 概念的 妥当性 を検訂 し

て い る。
’
そ して ，依存性 の 測定 の た め に は 投影的 な も の

は 廻 当で ない と ゴ唆 して い る。

依存性 の 発生

依存性 が い か 1．一して 発盈 し て くるカ g？ い て は，代表

的な も の と し て Sears ，　R ．　 R．の 説明 が あ る。

　Sears
，
　R ，　R ， は Hull，　C，　L ，の 流 れ を くむ 入 で あ りL．．

統的 な S7R の 図式τ つ ま り， あ る 手 が か りや動凶刺

激 に 直面す る と，主体 は 道具 的 行 為 に よ っ て 環 現 こ働 き

か ，J
−
，目標反応を し，動囚刺激を解消す る一 を用 い て

い る。そ して Sears，　R．　R．の 特徴 は こ の 日枅反応 に導

ぐ辿具的行為，丿 杜会的 な 文 脈 に 恥 い て は ，し 9 しば他 人

の 行為で あ る こ と を指摘 して い る t、ilで あ る （Hall ，　C ．　S．

＆ Lindzey，．G．，1957）D．・

　 た とえ ば ，

・働 晃力 泣 い て い る赤ん 坊 を抱 き あ げ て あ や

し ， そ の 結果赤 ん 坊 が 笑 う， とい う栃合 を f
」

’Y．て み よ

）。

　 こ の 行動 を ま ず 母親 の 側 か らみ る と こ の 母 視 は 泣 い て

い る赤 ん 坊 に 直面 し ， 赤ん 坊 を 笑わせ た い とい う動騨刺

激 を解消 させ るた め に ，赤 ん 坊 を抱 き あ げて あ読 す とい

っ 道県詢 行為を す る，とい う こ とに な る。と こ ろ が，こ

の 同 じ状況 を 赤ん 坊 の 側 か らみ て み る と， 上 記 の 鰍 llの

行為 は 子 ど も の 行動 の 系列 IL密接 に 結 び つ い て い る。つ

ま り ， 抱 い て も らい た い とい う要求 が月 魂 の 行 為 に k っ

て 解消 され て い る の で あ る。

　 Sears，　 R ．　 R 、は こ の よ うな 状況 を 二 者関係 の 状況

（dyad三c　si 亡uatilon ）と よ ん で い るの で あ る が，こ オハ は

あ る人 の 行動 力機能的 に他入の 反応 と結合 し
イ

い る こ と

を さ す。こ こ て 注意 す べ き こ ど は ，こ の 二 者闊 係状況 に

お レ て は ，他 入 の 彳〕動 が 私 こ岨 只的行為 と し て 行功 の 系

列 に 入 っ て い る だ けで は な く，それ が 要求や手 力輦か り状

況 （cue 　 situa1 、ien） の 本質的 な 部分 に ま で な っ て い る

と い ）こ と を弧 副 す る 点 で あ る。

　 以一ヒの よ うなわ け で ，赤 ん 坊 とそ の 吐誘 を す る お とな

（厚 親） と は も っ と も基本的 な二 者関係 の 単位 をだん だ

ん に ル 成 して い くこ と に な る．すな わ ち，生理的要求

．（第亠
次 的 要求） を充 た す とい ）点 で ま っ た く無力な赤

ん 坊は ，
お な か が

曽
旦い た と泣い て 母規 て

一
斥え る。惇親 は

お 乳 を飲 ませ て 赤ん 坊 の 生理 的霙求 を充 た す の で あ る

が，そ の 際 に，抱 きあ げた り，笑 い か け た り， 「よ し よ

し，い い 了 わ 」 な ど と声 をカ けた り， 軽 く背 をた た い て

K」っ た り とい つ愛惰 の 表現を し て い る。つ ま り， ふ つ っ

亦 ん 坊 は お 乳 を も ら う と 冂時 に 愛 撫 さ れ て い る こ と に な

る。こ の よ うに 第
一一・

次的 要求 の 解消 と母親 の 愛悁 の 表現

と 力馳 えずつ な が っ て 生起 して い る と ， 付随物 し すぎな

か っ た 母 親 の 髪情 が第一次要求の 動因劇 敷と同様 の 動因

刺 激 に な っ て く る。つ ま り，第二 ｛人 め 要求 が 獲．得され る

の て あ る。

　 こ う し て 母押 と 赤 ん 坊 と は だ ん だん に 二 者［頬弄を形成

し て い くの で あ る が，こ の 関係 に お い て は威員 が ， 期待
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さ れ て い る方 法 で い つ も の 役 舌ljを 果 た し た と き に の み充

足 され る 。

’
した が っ て ， 赤 4・坊 は 二 者閃係 の 形成過程

で ，母 親 に   ・ つ も の
”

役判 を果た す よ うに 要求す る こ

と を学 置 し て い る こ と こ な る。 こ の 要 求 を依 存 性，依 存

要求 ， 依存動因な ど と よぶ の で あ る。

　 こ の よ うな 過穆 を 径 て 獲 得 され る た め に ，依存性 は 母

現 の 強化 の 方法，内容 お よ び子 ど もの 期付 に 応 じ な い 場

合 に 生 じ る欲求不満 の 関数で あ る と され る （Ha11，　 C．

S．＆ Lindzey ，　 G．，1957 ； Sears，　 R ，　 R ．　 et　 al ．，1957 ；

Se4rs ，　R ．　R ．，1963）。そ し て その た め に 依存性は 乳幼児

期 の 強化や欲求不 満 の 程度一 しつ け に お ける賞，PI，

許容度 な ど の 程 度　　と の 閧 係 に お vl て 最 も 問題 に さ れ

る こ と が多 い の で あ る。

　 そ こ で ，こ の 理 論 に も とつ く依存性 の 規定条件 の 研究

をみ て み よ う。

　依存性 の 強さ を規定す る条件 と して は ， ほ ぼ 次 の 2 点

が考 え られ て い る．ま ず第 1 に ，依存行動 に 対す る お と

な （母 説 ）の 強 化で あ る。こ れ は 依存的 な行動 を お と な

が受容 し承認すれ ば，そ れ ガ 賞の 役割 りをは た して そ の

行動 が強化され る とい うもの で あ る。算 2 は ，要求不満

の 秤度 が 問 題 に され る。つ ま り，お と な が 依存 の 要求 を

拒否 した り，罰を与 え た りして 依存 の 要求 が充 た され ず

に あ る程度 の 要求不満 をli．ぜ しめ ると，要求 が 強ま る か

らで あ る
。

　 こ の 2 つ の 規定条件 につ い て は 前述 の よ う に Sears，

R．R ．が依存性の 発生 の 説明の 際 に 考え て い た こ と で あ

り，じ じつ
， 1953年 の 論文で も こ の 点 が検討 さ れ て い る

し， そ の 後も研究の中こ・的 な 主題 の ひ とつ ，c な っ て い

る。

　主なも の と して は ， ま ず Sears ，　R ．　R ．ら （19「
03 ）の

研 究 が あ る。か れ らは 就学自i∫児40名 に つ い て 依存要求 と

要求不 絢 と の 聞 ・こ正 の 相関 が あ る こ と を示 そ うと し て い

る。そ の 結果，授乳 の さ い の 要 R不 満 （時間授乳 と急 激

な離乳） と依存 性 と の 相 関 は 正 で は あ る が ， 現 在 の 養

護 の 欠乏 （就寝時 の 接触度 ， 母親 が多忙 な 際 に ど の 程

度子 ども を受容す る か な ど）との 相関 は ， 男子 に つ い て

は 正 で あ る が女 子 に つ い て は負で あ る とい う性差 が 銀占

さ れ て い る 。 ま た ， 母親 が 依存要求に 対 して 罰 を与え た

財 匚否 した りす る と ， 依存要求は男子 で は 増加 す る が 女

子 で は 逆 に 減 少 す る こ と が 認 め られ，こ こ で も 性 差 が 指

摘さ れ て い る 。 次 に Stendler，　C．　B ．（1952）は 過 依存

（over −dependency） が ど の よ うに して生 じ る か を分析

し，単 こ 過保 ，長だ け が 原 因 で は な い と す る。か れ は依 存

性 の 発 達 に お け る 2 つ の 危機 （1 才 の 末期 と 2 〜 3 才）

を指摘 し，この 叶期 に お t りや すい 不 安 を解消す るた め

に 過依存 が お こ る，と して い る
。 す な わ

’
ら，

1 才 宋期 の
　　　　　　　　　　　　　　　’
危機 とは 赤ん 坊 が 母魂 に 依存 して もい い か どうか を試 し

は じめ る 時期で あ り，2 〜3 才 と は そ れ ま で の 依存 の し

か た を変 え る よ うに と い う社会 的 要求が 急激 に 強 ま る 時

期で あ る とい う。

　 規 定 条 iJ，i：に つ い て の 実 験 的 研究 と し て は ，
　 Gewirtz ，

J．L，（1956）お よび Hartup
，
　 W ．　W ．（1958） が あ る 。

　Gewirtg，　J．　L ．は 4〜 5オ児 を対象に ，
」 と な の い る

部 屋 で あ きて い や に な るま で 絵 を 縞 く とい う実 験 易 面 を

つ く り， お と な が子 ども の 要求に 応 ず る度合い が大 で あ

る と子 ども が注意をひ く度合い は 小で あ るが，逆 に前者

が 小 で あ る と後者 は 大 に な る こ と を汲 告 して い る。そ し

て Hartup
，
　 W ，　W ．は 3 〜5 才児 に つ い て 実 験 的 に 終始

奥験 者 に養歪を与 え られ て い る群 と，途 中で養設 を 巾止

さ れ る 群の 2 種 をつ く り，後 に 積木遊 び な どの 訴題 を さ

せ た と こ ろ，女児 に つ い て の み養 眠 を中止 され た 許 の 方

が f乍業 が じ ょ うず で あ る とい う傾向 が み られ た 。つ ま り，

お と な の 注意 を ひ き た い た め に 作業量 か 増加す る と し て

お り，少 な くとも 女児 に つ い て は 実験的 に前述 の 規定条

件 を確認 す る結果 を示 して い る。が，津守 ・稲毛 （1960）

は 2 ；3 〜 3 ；8 才 児 39名 の 母 規 に 而 接
≡
冂査を 行 な い ，依

存性 が大 きい もの の 中に も依存行動 が 強化され るた め に

依存度 が大 に な る もの ，およ び逆 に 依存 の 要求 に
μ
肋 星与

え られ た た め に 大 に な る も の
，

の 2 種が あ り，
こ れ らは

負的 に 異な るで あ ろ うと指摘 して炭定条件 を検討 して み

る必 要 が あ る と し て い る。

　Sears ，　R ，　R ．も 1963年 の 文献 に お い て は前記 の 2 つ

を規定条件 と し て 引出す こ と はで きず ， 父親 の しつ け L

お け る 役割，女了
．
に対す る成熟 し た 行動 に つ い て の 要 求

度，攻 ￥抑制 の 厳 しさ な ど を依存性を助長す る変数 と し

て 涌極的 に で は あ る が あ げ て い る。また ，Finney，　J．　C ．

（1961） は 5 〜16才 の 少午お よ び 14親 を対象 に して ，子

ど もの パ ーソ ナ リテ ィ に 及 ぼ す母親の 影 野に つ い て 服告

し て い る が，そ の な か で 依存性iと関連 の あ る丹 魂 の 態度

と し て は ，依存性 に 対す る 選択的 な 賞 ， 過 保護 ， 子 ど も

の 自立 的 な成熟 に 対 して 賞 を与 え る とい う意味で の 母親

の 成就欲求 を あげ て い る。

　 と こ ろ で ，こ の よ うな意味で の 依存 の 行動が 生後何 カ

月ぐら い で あ らわ れ る か に つ い て は い くつ か の 艮告 が あ

る。た と え ば Sears，　R ，　R ．ら （1957） は 生後 6 か 丿］｝」

な る と母 親 が 近づ い て く る と両 手 を差出 して 抱 い て ほ し

い よ うな身ぶ りを す る こ と をすで に 学習 して い る と撮告

して い る し，ま た ， わ 力 国に お い て も津守 ・稲毛（1961）・

に よれ ば，生後 3か 月 に な る と泣 い て い る と き に人 が来

る と泣きや む，7 か 月 に は部 尸
’
こ だ れ もい な くな る と泣
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阯

蒔

き だ す ，
8 か 月 に は 母親 の 姿 が見 え な くな る と の ぞ き こ

ん で さが す，な どの 行動 が みられ る と され て い る 。

　発生 に つ い て の 他の 理 論 と し て は ， 精紳分析 の 主 と し

て 口 唇的 依存 に 鬨 連 した も の が あ る。が，これ らは まだ

単な る 記述 に と どま っ て い て ，厳密 な観察や 実験 は な

い 。

　 こ の よ うに 依 存性 の 発生 に 関 す る理 論 は ，い ま の と こ

ろ Sears ，　R ．　R ．一派 の も の が有 力 な も の で あ る。そ し

て そ れ に 関す る実諺正的な研究 も 多い 。しか し実詆的観究

は すで 庭蠖得され た 依存性 と現在 の 親 の 態度と の 関連 を

問題 に し聞接 的 に発生に 触 れ る程度 で ，厳密 な意味で そ

の 発 生 の 過 程 を扱 っ た 研究 は な い とい わなけれ ば ならな

い 。Schaffer ，　H
’
．　R ．＆ Emerson ，　 P．　E ．（1964）は 1逆

来 の 研究 で は対象児 が大 きす ぎ る た め に 発生 に つ い て 明

確 に で き な い の だ，と指摘 し て い る。乳幼児 期 は 動物 か

ら人 間 へ の 類 推 が か な り許 さ れ る唯
一

の 時期 で もあ る こ

と を考え れ ば，発生 に つ い て の 動物心 理 学 的 な 研 究 も 困

難で は な い と思 わ れ る。今後 の 研究が 期待 され よ う。

成長 に伴 な う依存性の 変容

　子 ども が 成長 す る に つ れ て 依存
．
性が どの よ うに 変化し

て い くか は大変興味深 い 問題で あ る が ， 現 在 ま で の 研究

で は 積極 的 に こ れ を と りあ げた も の は非常 に 少 な い 。

　依存性の 変化 の 内容 と し て は，依存傾向 の 表出方法
一

一依存の しか た 一 と依存 す る対象お よ び 依存傾向 の 強

さ の 3 点 が 考 え られ よ う。

　1． 依存の しか た の 変化

　ま ず依存の しか た と し て は Beller，　E，　K ．（1955） に

よ る 5 段階の 現 わ れ か た に つ い て の 考察 が あ る。すな わ

ち，第 1段階で み られ る依存行動は 身体 醐妾触 を求 め る

こ・と で あ る が ， や が て ， 運動的な機能が発達 し て くる

と ， 近 くに お とな が い る こ とが 身体的接触と 同 じ価値 を

持つ よ うに な っ て くる。こ れ が 第 2 段階 の 近 接 を求 め る

とい う現 わ れ か た で あ る とい う 。 そ し て 第 3段階 は お と

な に 注 目 し て ほ しい と い うか た ちで 現れ て くる。次 に ，

なん で も 自分 で した い と 思う時期 が くる と第 4 段階 の 助

力を求 め る とい う現 わ れ か た をす る。つ ま り， 自分 で し

た い とい う気 持 を大 tJ］に し て も らい な が ら手伝 っ て も ら

う，とい う こ とで あ る。最後 に お お よ そ の こ と が 自分で

で き る よ うに な る と，承認 ， 賛同を得る だけ で 満足す る

第 5 段階 に 到 る，と い うも の で あ る。Beller，　E．　K は

こ の よ うに し て 現 わ れ て くる 5 つ が依存要求の 構成分 子

で あ る と し て い る。し か し こ れ は 依存性 の 操作 的 概念 と

して の 5 つ の 構成分子 の 出 現 の 説明 に お わ っ て い て ，
こ

れ らがそ の 後成長 に つ れ て どの よ うに 変化 して い くの か

に つ い て は触れ て い ない 。依存 の しか た の 変化 に つ い て

は Sears ，　R．　R．（1963） は お お ざ っ ぱ にで は あ るが ， 依

存性が 未成熟 な形 式か ら成熟 し た 形式 へ と変化す る こ と

を指摘 して い る． 同じ こ と を受身的依存か ら能動的 依存

へ ，身体 的 依存か ら言語的依存 へ と も 表現 して い るが ，

前者 に 属 す る もの に は
k
身体的接触を 求め る

” と か
“

近

接 を求 め る
”

な どを 考え ， 後者 と し て は
モ

承 認 を 求め

る
”

な ど を考え て い る。

　2． 依存 す る対 象 の 変化

　依存 の 対象 の 変化 に主眼をお い た研究に Heathers ，

G ．，Marshall ，　H ．　R ．　Kagan ，J．＆ Moss ，　A ．　H ．の 研

究が あ る。

　Heathers，　G ．（1955）は社会化 の 過程 に は依存 が初め

ほ両 親 や お と な に 向 け られ て い た の が ， しだい に 仲闖 に

向け られ て い く と い う変化 が 含 まれ て い る と して い る 。

そ し て ，
モ

お か あさん 子
”

とい うの は こ の 移行 が ス ム ー

ズ に 行 な わ れ て い な い 子 ども で あ る し ， お と な が 自立 的

だ と考 え て い る子 ど もは ，か れ の 依存傾向 をす で に 仲間

に 向 け て い るだ け の こ とで あ る とい う考 え か ら ，
2 才 児

お よ び 4．5 才児 の 行 動 を 観察 し て い る。そ の 結果，教師

に対す る身休的接触や 愛情 の 要 求 は ，4．5 才児で は 2才

児 の 5 分 の 1 に 減少す るが ， 仲間 に 対 して の そ れ は両 年

令聞 に 差 異 が な い こ と，また ， 教師 に 対 して 注意 を求め

た り， 承認 を求め た りす る こ と は ，4．5 才 児に な っ て も

変化 は な い が，仲間に 対す るそ れ は 2 才児 の 3 倍 に も な

る こ と が指摘 され ，仮説 が ほ ぼ支持されて い る 。 また ，

Marshall，　 H ，　R ．（1961） は 2．5才〜 6．5才の 子 ど もを

対象 に した 保 母 に よ る行動観察 の 結果 か ら，
2．5才 か ら

4．5才 に
1v ・た る 聞 に 保母 へ の 依存行 動 は 滅少 し て は い る

が 6．5才に お い て も な お 残 っ て い る こ と を 報告 し て い

る 。

　 こ れ らは 幼児 を対象に した も の で あ る が，も っ と年長

の対象に つ ］v
・．て の 研究に は Kagan ，　J．＆ Moss ，　A．　H ．

　（1960） の も の が あ る。か れ らは 縦断的な研究 の 際 に ，

幼児 ， 児童期に お け る依存の 対象 と し て は 母 親 や 女性 の

お とな を考え て い る が ， 成入期に お い て は 愛 情 の 対象

　（10ve　 object ）や 権戯 な ど を も含 め て 問題 に し て い る。

　 3． 依存要求 の 変化

　 成長 に 伴 な う依存の 要求 の 質的 ， 構造 的 な変化 に つ い

て の 研究は ，大 部分 の 研究 者 が 成 長 に つ れ て 依存性が減

少 して い くとい う立 場 に は じめ か ら立 っ て い る こ と
，

ま

た ，
か な り狭 い 年令 範 囲 に 塩 い て ， む しろ そ の 個人 差 を

問題 に す る こ と が 多い か らで あ ろ うが ，
い た っ て 少 な

い 。や や 趣 きの 異な る研究 と して は 前記の Kagan ，」，

＆ Moss ，　A 　H ．（1960）の もの が あ る。か れ らは縦断的
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な豊富な資料 を用 い て 幼 児 明か ら成ノ、 期聞の 依存行 動 の

％ ε
．
［生 （stability ） をみ て い る。こ れ に よ る と，少 な く

と も 女 性 に お い て は 安 土 「生が 璽め ら れ る こ と ， 3 〜 6 才

峙 の 依存行動 よ りも ， 6〜IO才1［寺の そ れ の 方力
’
成人期 の

依存行動 と関係 が あ る こ と ， が卞k告 さ れ て い る。

　 こ の よ うな 依存廿の 変 容 の 過 程 の 解明は
， そ の ま ま 人

閤 の 依存 か ら自立 へ の eeiLの 過程 の 解明 で あ る。 し か

し ， 従来 の 研究の さ れ 方 に は 重 大 な 欠陥 が あ る。そ れ

は ，個 々 の 研究が 多くは 前述 の 3 つ の うちの ひ とつ の 要

囚 しか 扱 っ て い ない こ とで あ る。依存性の 変容 に お い て

大切な
』
こ と は， ど の よ うな対 象 に ，ど の よ うな し か た

で ，ど の 稈 度依存 しそい るか
， とい うこ とで あ る。多 く

の 研究 の 服告を総覧す る と，依存
．
「生の 研究で は 少な くと

も こ れ ら 3 要囚 の 関係 の 角了岨の 必 要
．
」生力 庸 感 され る

。 幼

．児 が母 親 て 依存 して い る こ とは 多 くの 認 め る と こ ろ で あ

る 。 しか し，青年期の 研究 ，こ よれば青年 は権威 に 依存 し

て い る が，母 親 に も な お 依存 して い る と い う。
こ の よ う

な 事 実 を 解明す るた め に は ， 従来 の よ う に単 に 母 魂 へ の

依存ガ成長 ／L一つ れ て 減少 して い く こ とを示 した り，全体

的 な依存量の 汲少を 示 し た り し て もは じま らな い で あ ろ

フ 。こ こ で 必 要な こ と は ， 幼児と青年 に お け る ， 依存 の

対象 と して の 母親 の 性質 お よ び ， 依存 の し か た の 相逮，

青年 に お け る 個 々 の 依存 の メ矇 の 性貞 な どの 解明で あろ

う。

　わ れ わ れ は こ の よ うな 意味で の 依存
・
「生の 発 達 的 変容 を

問 題 に し て い る （江 口
， 1963，1964，1965）。

一
羊細 は別 の

機会 に 眼告す るが ， そ れ らに よ る と
， 拍神的 な支 え を求

め る とい う恵味 で の 依存 の 要 求 は ，幼 児 か ら青年 を 通 し

て 存在 動るが，そ の 発現 方法が 変化 し て い る と い う仮説

を得た 。 すなわ ち，幼
1
己明に お い て は 比 較 的 限定 され た

対象に 幼 い しか た で 依存 し その よ うな要求を充 た して い

る が ， 成長 に つ れ て 要求 の 充 た しか た が 変化 して い く。

青年で は 限 られ て は い る が 幼 児 に 儿 較つれ ば ず っ と多 く

Ci
？依存 の 計 象を持 っ て お 窮 身近な対象 に は幼 い しか た

で 依存 し て い るが ， 逮 い 存在 の もの に は社会的 に 承認 さ

れ た しか た ，と き に は 門接的 な し か た で 依存して い る と

い う よ うに で あ る　 こ の よ う に依存性 の 発達的変容 の 研

究 に お い て は，幼
i巳か ら青年 に い た る 間 の 依存 の 要 求 を

℃

究た す と い う意味 で の 機能的連 続健 を認め た うえで ，そ

の 依存の 構造や内容 の 変化 を と ら え る ， と い う迫 りか た

の 方 が 生 産 的 で あ る と考 え る。こ の 点に つ い て は 討論 で

さ ら に ふ れ た い。

そ の 他の 依存性 の 研究

L　依存性 と 自立 ・
「生 （independence ）

　　1
−
1的 に 依存 の 反対 が 自立 と 考 え られ て い た り， 発 違

的 に み る と人間は 依存的 で な くな っ て 自立 的 に な っ て い

く と され て い る。が，こ の 2 つ は 現在ま で の 結．旻で は 両

極慨 念で は な い と さ れ て い る。

　 た と え ば Bellθ r，　E ．　K ．（1955）は 3 〜5 才の 幼児 の 行

動観筵 に も とつ い て ，依存性 と自立性 の 相関 を と っ た と

こ ろ， r ＝一．53 で ，　 「両 者 は ネ ガ テ ィ ヴで は あ る が逆

の 閃係で は な い ．」 と して い る。 ま た ，Heathers，　 G ．

　（1955）も 2 〜5 才
1での 手」動 を評 定 す る と，依 存 性 と 自

立 ｛生 の 各 5 つ の 構成分子 の 組 み合わ せ は あ る も の は 正 だ

が あ る も の は 負 の 租閉 と い うよ うに
一・

頁性 が なく，1呵者

は 冂 じ 次元 で 」．ヒ校で きな い も の と し て い る
。 そ して

， 日

本に お け る 研 尢で は ， 津守
・
稲毛 （1960） が あ る e か れ

らも 1 〜2 才の 幼児 とそ の 母 親 の 実験場面 の 観察 か ら，

両 者の 相関 を　r ＝一．596 と算 出 し て い る n

　 これ ら の 勅果は
一

般 的 な 用 語 法 と は 反す るか の よ うに

み え る。人問の 発達 は
一

面 で は依存が ら 自立 へ と され て

い る の に ，な ぜ こ れ ら は 両 極 概 念 で は な い の で あ ろ う

か 。こ の 点を究明す るた め に ， まず，これ らの 研究で の

自立 性 の 矩 義 か らみ る こ と に し よ う．

　 前述 の よ う に 依 存性 は 受動的な 行 動傾向 ま た は 要求 と

され る の に 対 して
， 自立 性 は 嶺極 的，能勤 的 な も の と さ

れ て い る。

　 た と え ば Beller，　E．　K ．（1955）は ， 幼 児 の 行動観察 の

際 の 自立性 の 指標 と して ， （1）イ ニ シ ャ テ ィ ヴ を と る こ

と，  1ミ ：を克服 す る こ と，（3｝も の に 固 丸す る こ と
， （4）

物事 をなす こ と を望 む こ と ， 〔5｝自分で 物畜 をす る こ と ，

と し ，
Heathers ，　 G・（1955）は 同 じ く行動観璽 の 指 標 と

し て ，（1）保母 か らの 刺激 を無 視 す る，〔2）他 の 子 ども か ら

の 刺激を無視す る ， ｛3）ひ と りで
一

生暫命遊ぶ ， （4）遊 び を

構成す る，（5｝他 の r一ど も の 遊 び を妨 占 す る，（6）他 の 子 ど

もの 妨害 や 攻撃 に対抗す る な どを用 い て い る 。 ま た ， 津

守 ・稲毛 （196Q）は ， （1｝あそ びや 仕事 か ら満足 を得 る こ

と
，   生 活 習慣 をひ と りで す る こ と ， 〔3）「鉦，さを克服す る

こ と，（4）自発 的 に す る こ と
， （5｝仕事 を お わりまで 完成 さ

せ る こ と，と し て い る。

　 っ ま り， わ れ わ れ の 問題 に す る 自立性 とは “
依存 して

い ない こ と
”

以 上 の も の で あ り，ま た，種 々 の 生 活 習慣

がひ と りrttで き る こ とだ け を指すもの で も な い 。す な わ

ち ， li立 と は 濯ぐ存して い ない
”

ば か りか
， 積極的 に 仕

事 （子 ども 司）場合 に は遊 び）に うち こ み，自信 を持
’
ら，

自己を主」長で き自己 の 立場 を確 、とす る こ と とい え よ う。

霜 山 （1964） の 知 我 は これ を よ く表わ して い よ う。 「（白

主性 と．は ）
k
倫 理 的 自由

”

に よ る行動 の 圏律 をい うの で

あ り，意志 の 統御機能 に よ る自制 ， 克 己，男 気，忍 耐 ，
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．峯

独立 ・目信 ・節度な ど と よ ば れ る特性 を 7
巾 びた

一F・し 動li勺な

決断 が，そ れ ぞ れ の 課返状抗 に お い て 道 切 に 自由に な さ

れ る こ とを意味 して い る 」。

　 依存性 と自立
．
性 と が じっ は 両極概念で は ない とい うこ

と に つ い て ，これ らの EJ［Juiで は 「依存傾向 を乙に ナよ うな

説 の 能反 は，一
方 で は 自立性 の 成長を助 け もす る 」 と説

明 して い る。しか し，こ の 点で の 丸 工的研充は な され て

は い な い 。これ は ひ と つ に は 依存性 に つ い て の 研 ノい こ比

べ
， 自立 1生に関す る研究がほ とん どな され て い な い こ と

に も よ る で あ ろ う。依存
．1生の 研究 に お い て は ，

こ の 依存

と 自立 の 関係の 解 明 が 問 唖 を 解 くひ と つ の 鍵 に な る よ う

に 思 われ る。

　 2．　 臨床場向 に お け る依存性

　 こ こ で の 研 究 は ま だ 少 な い が ， 作 業似 兇と して は
モ

人

談当初 は 依存的 で あ る ク ラ イ エ ン トが 問 虐の 解消 と と も

に 依存的 で は な くな る
”

とい うもの ，S
”
　
一・
般的で あ る。た

とえ ば，Snyder ，　W ．　U ．（1963） は ，こ の 力同 で 事例 の

分析 をniL みて い る。

　 3． 依存 の 不安 （dependency　 anxiety ）

　 こ の こ とば は Bandural 　A ，＆ Walters，　R，　 H ，（1960）

が 案出 した も の で あ る。か れ らは ， 反社会 的 な攻孳行動

を示す少年 の 中に は ， 他人 と の 安  した依存的 、・Ii

害緒的

きず な の 形成や 維持がで きな い で対入 駒係 に お い て 無関

心 を よ そ お っ て い る も の が 臓 り ， しか も これ らの 少乍た

ちに は ，施設児 の よ うに 依存的闘係 を 経 験 して い な い 妨

合 ， お よ び依存要求に君す る要 求不 満 を持 っ て い る，あ

る い は 依存す る こ と を 罰せ られ て い る蛎合 の 2 種 が あ る

こ と を発見 し て い る。そ して Bandllra
，
　 A．らは ，

こ の

よ うに 依存 ヨ
ー
る こ と に 対 して 不 安 を感 じ ， そ の 結果 ， 依

存 の 要 疑 抑在 し て い る よ うな勘合を依存の 不 安 と よ ん

で い る．か れ らに よれ ば，依存行動 は依存妛 捧の 汕 さ と

依存の 不 安 の 強さ との 関数 に な る。

　 4． 依存忖 と そ の 他の 人格特性

　 Crandall ，　V．」．ら （1960）に よれ ば 3 〜5 才児 の 行

動 観察 の 結 果 ，達成 行 勁 （achieyem βnt 　effert ）と 依存

行動 と は わ ずか で は あ る が 逆相関 の 聞係 が あ る （
一．32・“

一，11） こ と 力報 告され CWinterbottom，　M ．　R ．（1958）

も 8 才男児 1・　．．つ い て み た と こ ろ達 成 動機 （achievement

motive ）の 高 い も の は ， 依存的 で は な い と 散師 に よ IJ　r、平

定され た と し て い る。

　 Marshall ，　H ．　R ．＆ MaCandless ，　B．　R ．（1957） に

ょれ ば」 お とな に依存的 な 子 ど も は 柱会的な 地 位 や 社会

的参加度 が 低い こ と が報告 さ れ て い る。

　 また ，Hartup ，　W ．　W ．＆ Keller，　E ，　D ．（1960） は 依

．存 の 要求 と養； の 要求一 愛情 ， 注意，保読，保曜な ど

を 与 え る一 と・の 関係 を み て ，
こ の 2 っ は共通 の 動機づ

け に よ る と考 え て い る。

　依存性 と攻耄
1

「生とは Sears ，　R ．　R ．ら （1953 ）以来 パ

ーソ ナ リテ ィ を。己述す る際 の 重要な裏数 と して 同時に闘

逼 に され る こ と が 多い 。外圏に お い て は 反社会 的 少年 を

剰象 こ した Bandura ，　A ，＆ Walters ，　R ．　H ．（1963 ）の

もの な ど が あ り，わ が 国 に お い て は 前述 の よ うに ll守
・

粫 毛 （1961 ）， 井 上 ら （1963） な ど が あ る。

　そ の 他のlt．i生と して は 従順
．
挫 と の 開連を扱 っ た 津守 。

稲毛 （1960）が あ る。か れ らは 従順性 の 大小 ｝ま依存度 の

大 小 に か か わ らず，『 の 威 し さ と 依存行動 に 対す る 親 の

許各 「芝と に 閃遵 して い る こ と を krt告 し て い る。す な わ

ち，許容度 が大で あ る と 従順陸が大 で あ る と い う囲係が

あ る。

　そ して ま た，Crowne ，　D ．　P ．＆ Marlowe ，　P・（1964）

は，依存的 な 人 の 特
．
陸 と して 防衛的傾向 の 強さ をも摘 し

て い る．か れ ら，二 よ れ ば 他人 の 是認 （appr 。va1 ）に 依存

して い る人 間 は，錫 つ きや す い 自尊心 を持 っ て い る。そ

の た め L そ の 弱 い 自尊 心 を守 る た め に 他人 の 思惑 を気 に

した り，他 人 に 対す る 敵 意 を抑圧 した b と い う，い わ ば

よ ろ い を活て い る と され る 。

　 5．　 依存性 と同調性

　 依存的 な傾 向が 強 い も の は 祉会的な動きに 1司調 しやす

く，略示 を受 け や す い とい うこ と が 門還 に さ れ て い る。

　 Kagan ，　J．＆ Muss θ n ，　P．　H ．（1956） は TAT で 測定

し た 依存性と Asch，　S．　E．（1952）の 方法 に よ る 集団内
’
同JJ「生 （group　 conformity ）の 関 係 を 27 名 の 男子 大 苧

生 に つ い て み た と ころ ， 依存囲
’
の 高い も の の方が同調 の

傾向 が r，iい と し て い る。　 Jakubezak，　L．　F．＆ Walt6rS，

R ．H ．（1959） は 被 暗 示 性 ぽ依存性 の ひ と つ の 形 式で あ

る と い う仮滋 を持 ち ， 9 才 の 男児60名 か ら ， ひ と りで で

き る の に お と な の 助 け を 借 りた が る 依存度の 高い も の

と
，

で きな い の に 手助 け を断 わ る依存度 の 低 い も の 各12

名 を疋 出 し，こ れ に 対 し て 上 記 の Asch，　S．　E・の 方法

に よ る知 覚天 験 を行 な っ た じ そ の 結果依存度 の 高 い 群 の

方 が 陌小 に か か りやす い こ とか ら ， 被暗 示 性 が た しか に

依存性の ひ と つ の 理 われ で あ る と結訥 して い る 。

　 ま た ，Linton ，　H ．　B ．（1955） は 外的 影響に 対す る依

存
．1生を問 返に し て Witkin ，　H ．　A ．の 方法で 1貝1跿 iした 六目

覚 の 勧
一
依存行動 （field−dependent　perceptual 　beha ＿

vior ） が，同 av、」性 テ ス ト （自動遅動的なもの と ゾ 態度の

変 化 を み る も の ） と 正 の 相関 が あ る こ とを 矛 し て い る。

対象 は男子 大 学生53名 で あ る。

　 Crowne，　 D ．　P．＆ Marlowe ，　 D ．（1964）は パ ーソ ナ

リテ ィ
・イ ン ペ ン ト リー｝C 才」け る 社会的 要求性 （sociaI
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．
　舞手14着　　量濤 1 」弓

・

desirability）は
一．一

般的 ば 是認 の ／K 求 （need −for−apPro −

yal） の 現 わ れ で あ る こ と を指 抽 し た。そ して か れ ら の

作 眠 した M −C 尺度 （MarloweLCr
’
ewn

’
e　SQeial −D 白si−−

rability 　 Scale ）で 測走 し ；セ 是認 の 要．kの 商 い も の と低

い もの の 2 群 に 対 し て 種 々 の 実験 を大
’
rk を対 彖 に 行 な

っ て い る 。 その 結矛次 の よ うな こ と を指拍 して い る。是

沼 の 要 kの 鬲 い もの は 低 レ・もの に 比 べ ，．（a｝tt τ

胸 条1’［づ

け 状 i／L に オ。い て 実験 者 の 弘 化を よ り受 け や す い
， す な わ

ち
．
h定的 な賞 に 対 して は低 い も α）よ り も詠 ，已 オ彡y く行 な

う が，不 定 陶 よ 賞 は是
一
q を 埀巨否 され た と 。，Uノミμす る の で こ

の 場 合 に は 低 い もの よ りも遂 行状態 が悪 くな る
， （b｝よ り

高 い
．
社会 的 同副性 L ，t

一
す，（c瑞 贏 ｛勺な あ りき た りの 光 準

に 間 べ．して い る ，   ヲ得され 誇す い 。

　ユソ．［1は い ずれ も依存 性 と 同 詞 往 の 正 の 相ri．］「）、縣 を 下 し

て い る の で あ る が ，
これ を否定す る よ うな 斎矛　 Ik 占さ

れ て い る。た とえ ば 1亅ll述 の よ う に Berllardin，　A ．　 C ．ら

（1957）は EPPS （Edwards ，
’
　A，　L ．，1954） で 依宥傾

自 が高 い と された 学座 が必ず しも Asch，　S．　E，（1952）式

の 実験 で は 集団内同詞 陸 の 傾 自 を示 して v．s い ない と して

い る し，GisvQld ，D ．（1958）も EPPS の
．
ド位 尺 度 の 恭

順 （deference）に っ い て 同禄 の 撮告 を し
」
（ い る。ま た，

中村 （1964） は witkin ，　H ，　A．に よ る 協
一
依存 ‘ 采団 内

同」，1「生 （質臨砥 に よ る 同∂pJ 性テ ス ト） とは 逆 の 相関門 係

を 示 した と して
．
い る．

　や や 異な っ た 蘓未 と して は 山本 （1965） に よ るも の が

あ る。か れ は依存性 の 高 い もの （Witkin ，　H ．　A．の 定 耽

に よ っ て 作成 さ れ た
「
． 　M 　tcに よ り測宅） の 中に は ， ［

一
匐 J

性 が高 い も の と
， 逆に 反抗的 に な り極端 な非同，月

’
「ltt示

づ 反 剛 d（・ ・ unte ・f・・ mity ）の も の が い る こ と を 天 販 的

に 示 し，Kretch，　D ．の 似説 を検 討 して い る。

　 これ らの 研究L お い て は依存性や 同 ，
−1，推 の 測定 llや 災

験方洪 が 只 な るた め に ， 同
一

の 次元 で 比 校で ざ な い の で

は あ る が，両 者の 関連 は 依存けの 則 岨 と し 〔畢d！味深 い。

　これ らは い ず れ も実駒 内な研 究で あ る が ， 社会的現象

を記述 した も の に Fromm ，　E．（1941，1947）の い う羽J蛎

的性格へ
・

，
Riesman ，　D ．（1953）の い う他 人 志向型 ［1勺人

間 な ど
．
力 考 え られ る。裕威 を 絶対と み ， 権威 に 動1か され

て い く人閻や ひ とつ の グ ル ープ に 酬 属 ）白分 の 外 の もの

か ら方 向t
’
け られ て い く人 閇な ど 臨 椿威 に 依存 し， グ

ル ープ に 依存 し て い る 人聞の ひ と つ の 姿で あ ろ う。

　6．　 社会 的 学
羽

に お け る依存性 の 役判

　同
一一

視 ， 模倣 ， 偶然的学習な ど の ，い わゆ る社会的 学

尸 を お こ りや す くさせ る とい う依存
1
哲の 心 理 字1、勹f・†上鷺が

指抽 さ れ て い る 。Sears ，　R ．　R ，6t　aL （i965）に よ れ ば
．
「依存性は 棋倣行動 」ヱ化 の 主要な源汞 で あ る」。

’
した が っ

て ， 「依存「生が 強 」
．
れ ば 同

一
視 は ゐ こ りや す く，依存 住

が欠如 し て い る と 冂
一一一

視 は 発達 し な い 」 と い う こ と に な

る
g ．これ を支持す る 夷 r晒梛湃究 は か な り多い

。 た と 身

ぱ，Sears ，　 P，（1953） に よ れ ば ，父 視 の 愛 情 に 充 た さ

れ て い る 5 才の ヂ児 は ドル ・プ レ イ易 面で 父親 の 没
111を

．

と る こ とが 1区告 さ れ て い る。 ま た ，
Payne，　D ．　E．＆

Mussen ，　P．　H ．（1956） で は こ の よ う な閃係 に あ る父 視

と高校生 は ，ヵ リ フ オ ル ニア 心理 検査で 類似性を示 し た

し，Mussen，　P．　 H ．＆ Distler，　C ．　H ，（ユ959）に よれ ば p

父 親 と愛栫岡係 に あ る 5 才 の 子 ど も は ，そ うで な い 子 ど

もに ⊥
・
ヒベ ドル ・プ レ イJif面 に お い て よ り多 く男性的行動

を 下 した と され て い る。

　 そ し て Bandura ，　A ，＆ Huston ，　 A ．　 C ．（1961） は こ

の よ うな 筑即を 丿」険的 に 確 か め た。すなわち，実験者 と

養 x レ1係をも っ て い る子 どもは ，そうで ない 子 ど も に 比．

べ 夢 L灸者 を モ デ ル と す る 偶然的 ン習 を す る 皮合 い が大 で
．

あ る ご と 毛示 し 廴 の で
．
あ る。そ し て さらに か れ らは ， ひ

き続 い て 養 1．x が．与え られ て い る場合 に は 依存性は 模倣と

本質 的 に 聞係．し て く る こ とは な い が ， 養 隻 が 匚i」止 さ淑．る

と依存性 は 梹倣 を促近す る工要 ts．裂数 と な るで あ ろ う ，

と指摘 して い る e

　 こ の よ うに こ の 分 里了で 扱わ れ る 変数 や そ の 相関関併

は ， 人楕発辷の 社会的 学 1雅
｝1「 侖に よ る説明に お い て 特 に

「r要 に な っ て きて お り， 今後の 研无の 発展 が 期待 さ れ

る c、

　7．　 依存 1生の 社会 的 現 矩 囲

　最後 こ 依剤 生 を規定 して い る社会 的 要 因に つ い て み る

こ とに しよ う。現在 の と こ ろ こ の種 の研究は 少 な い 。ま

ず社会 ・文化 に 蜆定さ れ て 現 わ れ て い る と思 わ れ るの が

依存性 に お り る性］一；．で あ る
。

　依存性 に お い て は い くつ か の 肚差が み り れ る こ とは 前
．

に 述 ドた と お りで
．
あ る。そ れ は，規定条件 の 作用 の しか ・

た に も（た と え ば Sears，　R ．　R ．　et 　 al．1953），全体的な 依．

存 『 の 多 少 に も（SearS，　R．R．　et　al
，
1953），また ，依存傾向

の 安定
．
［Lに つ い て も （Kagan ，　J．　et 　al ．1960）， 構成分了

・．

間 の 相贓 の 翔 L に も （Kagan ，　J．，　et　al ．1960）認 め られ．

た 。こ li’Ll．mつ い て は 2 つ の 理 由が考え ら れ て い る。ひ と．

っ は ， 女 ∫の 方
．
が 母 親 と の 同

一一
観 が 強 い た め に 男子 よ b，

も母 親 の 、謄 癌 く感 じ る と い り こ と，そ して 他 は ， 社 会
．

的 に 女子 に お い て は 依存性 が 1一淀 さ れ て い る た め に 禁止

さ れ る こ と が 男子 よ りも少 な い と い うこ と
，

で あ る 。

Sears ，　R ，　 R ．（1963） も性差 に つ い て は社会 的 な 要 因を

工 視 し； 「女子 1 お い て は依存的 な行 動 ほ前進Ii勺（pteg −

ressive ）で あ る が男子 で は 退 行 的 と され る」と して い る G．

　ま た ， 了 ども の お か れ た 環境 と依存性 と の 関連 竃 み た．

一 52 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

江 口 ：依存性 の 研 究 53

島

’
もの に 依田ら （ユ961）の も の が あ る。か れ ら は ，＃．］別に

作成 した 22 項日か らな る依存性尺度 の ｛冒点 と ， 家放構

成 ， 経済状況 ， 交化状况 ， し1常 生 活 状況 な ど と の 閃係 を

み て い る、な お，対蜘 ま4 ；8 〜 6 ；7 才 の 幼児 の 母 現 360

名 で あ る e その 紀果 に よ 70．と ， 居仕条件 ， 経済条fl， 文

化 的 な 背景 は 幼児 の 依存性 と特 に は 開係 して い な い が ，

幼児 の 自立性 を養 うた め に は ， 幼児 の た め の 独 立 し た 行

動空闇 （た と え ば 子 ど も 部摩 が あ る こ と ， r1分 で iLL　f．る

こ づtvい が与 え られ て い る こ とな ど），S：巫tt一で あ る こ と

を 示唆 し て い る。ま た ，承 族構成 墾 らみ る と長 ∫
．
羽 衣存

釣 で 中間子 と末子 は 依存性 が弱 い 傾向 が み ら れ ， き ょ う

だ い 数 が増す ほ ど依イ」酌で な くな る 傾向も示され て い

る e

　 こ の 他に こ の 種の 研究と して は ， 地 域や1砦層に よ る相

違 に つ い て の 研究や ， 交 化 人類学的 よ研究 が考え られ よ

う が，Whiting，　W ．　M ．＆ Child ，1．　L．（1953） を 除 け

ば ほ とん と な さ れ て い な い の 力 現状 で あ る。か れ らに よ

れ ば ， 幼児明に お け る依存要冫｝
’
を拒否 さか　1せ られ て い

る丈 化 社会 で の 成 人 は，そ うで な い 社会 の も の に 比 べ 依

存 の 不安 が 強い
・
こ と が 1清 され て い る 。な お ，土居（1961）

に よ る 口 本入 の
蚕 甘え

”
な ど も こ の 戸域 の 働无 と し て 興

昧 深 い と思わ れ る。

依存性概念 の 再検討

　 われ わ れ は 過去 お よ び 現在に お い て ，どの よ うな 女脈

の な か で 依存性 が 閲 題 に され て い る か 酬 域 略 ”t み て き

た 。個 々 の 研鼎 ま こ こ 10余年同に そ れ な りし ［口渡 に 沈練

され て きて い る。し か し，仏然解明 され 、よ い 多 く の 問遣

K 矛 肩 が含 まれ て い る こ と も 否走で き な い 。

　た と え ば ， 依存性 と Ll立 性 とが画極慨念
←e ない の は な

ぜ か ，依存性 か ら自立徃 へ の 発 辷 の 過1． は どの よ うな も

．の か ，幼 児 の 依存性 と育年 の 依存性 の 相 JJ−eよMpTか ，匪康

，e 、日 年で も依存 して い るの は ど ）説明 され るの か ，い わ

ゆ る依存的 な 子 ど も は ど の よ うに E・　．Sすべ きか ，な ど多

くの 問 運 が 解 明 され な い ま ま に 残 さ れ て い る。

　 従 来 の 研滝 の と の よ うな ゆ き詰 ま りの ）JC　［V．「の ひ と つ

は，幼野期 と青年 期 の 研究 が不 連軌 な ま ま ，L な され て い

る こ と，せ ま い 年 令軋 囲 の 個人た の 研究 に ヒ眼 が お か れ

て い る こ と ， な ど の 実Ir的 な こ とに もよ ろ うが，こ こ で

の 根本的 な 開題 は何 を依存性 と よ ぶ か ，依存性 を どの よ

うな 既念 と す る か ，に あ る と思 わ れ る。

　現在広 く用 い られ て い る 依存「生 と は
“

幼 児的 な傾向で

成長 に つ れ て 滅少 し て い くも の
”

で あ る。した が っ て 幼

児 期 を脱し て も な お 「依存的 」 で あ る こ と｝。．， 一
種 の 退

行的 な現 穿 と して 門題視 され る。そ して ， 依存的 で な く

な っ て 」
t くこ とveた だ らに 自立性 が獲得され て い く こ と

だ と され ， 教育、こ お い て は 自 近性 の 石径立 が 主 壷 な 1刻心 と

な っ て い る。そ して
一

方 で は，社会 的 劫物 で あ る人闇が

相π 「依存 して い る 」 こ とが広 く認 め られ て お り，相 互

依存 の 状態に 身をお け る こ と は ， しば しば よ く社会化さ

れ て い る こ と とみ な され て い る。しか し ，
こ の よ うな 意

味で の 「依存 し て い る．」状態 は 依存性 の なか に ほ 含め な

い 。す な わ ち， 「依存的 」 と 「依存 し て い る 」 こ と は 質

的 に 不 連続 と され ， 退 行的 な 意味 の 依仔性 が ， 望 ま しい

とさ れ る 自立陸 こ 対立す る もの と して 門 題 に さ れ て き

た 。そ し て ， 社 今 化 され て い る状 態 で あ る 「伊存 し て い

る」 状態 と ， 同じく社会化された 望 ま し い 人格 し は欠 く

こ と の で きな
1
． 自立 性 と を，同［昨に 純

・
的 に 注目す る こ

と は ほ とん ど な い 。

　 し か し，ま っ た く無力 な状態 て 生 まれ ，生後 6 か 月前

後 に して 依存要求 を ieCi．s し，その 後も相互依存朗な社会

生活 を 戸む 人「fi］、こ と っ て ， 依存 要求 ， 依存 i頃向 と は どの

よ うな性質の もの と考 え るべ きか。

　 健 康 な 青 年 に 諭
・て も な お 依存

・
「生 が 認 め られ る こ と，

不迫応状態に あ る入 聞 で は，従人司題 に され て きた よ う

に 依存 的 な も の と ［1時 に，依存凶 卞 が欠如 して い る も の

も 多い こ と （Bandura ，　A ．＆ Walters，　P．　H ，1960 ；

水島，1963 ； 池見 ， 1965）， 依存的 な 了 ど も の依存
．1生を

禁止 す る とな お
一

層依存朗 こ な っ た こ と ， な どの 誼 畠ま

「依存的」，「依存 し て い る」， 「Il立 性 」 の 3 つ が け し て

不連：LL は よい こ と を 小 唆して い よ う．

　 そ こ で わ れ わ 矛しは ，依存佳 の 概念 を 菰 大 して 「仏存的 」

も「依存 して い る 」も，と もに 依存
「
ドトの な か

’
C 含め

ト
⊂考え

る こ と を 執案 した い 。そ して また ，自立［生をも依存 1生の

』

ひ とつ の 状態 と して 説明 v うる と／
v
’
え る の で あ る 。

つ ま

り，依存
．1生 と は人 間 に と っ て 本質 的 な傾向で あ り， 辛［コ神

的，よ支 え を求 め る と い っ そ の 隣能は 生捉 人 間に つ きま と

うも の で あ る ，
と 考え られ る D た だ 依存 の 対象 （放 や 分

化 ， 中心 化の 度合 い ）や依存 の しか た （皿 ode ） に お い て

異な る の み だ，と考え る。すなわち， こ の 依存性 の な か

に は ノ
』
き くわ ナれ ば 次 の 3 つ の 状態が 予想 され る

。 第1

が 従来 の い わ ゆ る r依存il勺」 な 状態，第 2 が 適度 に依存

し て い る 状態 ，
つ ま り 自立性 の 獲得 され て い く状態 （青

年期で は 自立 し て い る状態）で あ る
。 そ して 第 3 は 依存

要求 の 欠如 して い る状態で あ る 。

　 わ れ わ れ の 主張す る 依存性概倉 の 拡人 は ， 単 a る こ と

ば の い い か え 九 δ
．
で は ない 。何 を lt

依存
．
吐

”

と よぶ か は

あ る意味で は 自由 で あ る ．した が っ て こ の 点 だ け か らす

れ ば 従来　 版 に ナ鉢届 さ れ て い る汗 の 用 法 を くつ が えす 根

拠 は な い とい え よ う。 しか し，
い わ ゆ る

蚕

依存「生
”

が幼
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1巳1約氛1寺．性で あ る と し て も，それ が しだ い に 消去 ある い

は 抑制 され て い く と み るか ，む し ろ一層 発 達 して い く迫

程 で 自立性 が d じ，ま た，依存動i畑 こ も と つ い て 社ζ
’
的

行動 の 学習 うミは じめ て 可能 こ な る と み るか は ，依存性 の

毛 理 学的特質 に 関す る 不
一

釵 な の で あ る。わ れ わE’i．・）’s こ

の 後者の よ うな 見解 を強詞 す るた め ・こ，依存悖 ↑」念 の 拡

大 を主張す る の で あ る。さら ビこ以下 で こ の た易 の い くっ

か の 刊点 を考 え て み よ う。

　 〔1畩存性の癸這 陶変拝

　 こ の 立 場 の 利 t
・、，ltの ひ とつ は ，依存性の 発辻変谷 の 遇程

を積 極 的 に と りあ げ られ る こ とで あ る。さ きL 述べ た よ

うに ， 依存［生の 丑容 に つ い て の 研究 は s 消失 して い くべ

きもの としそ扱 っ て い るか ぎ り ， 得られ た 興味深い 翁認

力 b も生 産 的 な 知 見 は得 られ な い 。われ わ れ の 立 搦 に た

て ぼ，従来 の 研究で O）fl」々 ば らば い の 服告 も ， 依存の 対

象の 拡大過在，依存 の しか た の 変化 の 屓 程，な どの 依存性

の 発達的変容 の 過 f°と して 統合 で き よ う。わ れ われ は こ

の よ うな 立場 か ら の 人 ，正的 研究 をす す め．て い る 。
こ こで

得 られ た 資料か ら も っ と も ら し い と若え られ る 言L明 は ，

依存性 が い ち お う発 達 の 終点 に あ る と思 われ ろ青乍 の 依
’

存の しか た は ， 幼児 の それ と1ま機能III勺に は 同
一
で あ るが

そ の 内容 が 異 な っ て い る ， とい うも の で あ る。か れ らは 縺

入 か の 限 られ た も の を依存 の 対 象 と し て お り，そ れ ぞれ

の 対象が各鯉人 に お い て そ れ ぞれ の 役割を与 え られ て い

る。すなわち，も っ と も支え の 1．卜1核とな っ て い る もの，

や や 中核的 な も の ，ず っ と道 具 的 色 彩 の 増 した も の，と

い う具合 い に で あ る 。 わ れ わ れ．は こ の よ うな青年 に お け

る依存 の 対象の 継繊され た 体系 とも い うべ き も の を 「依

存構 L 」 とよ ぽ うと思 う。そ して ，依有性 の 発 達 陶 変 容

過程 を 「依存構迭 」 とい うモ デ ル を用 い て解明 しよ うと

して い る （三 木 ほ か ， 1964，江 li，1963，1964
， 1965）。

　   依存性 と 自立 性

　人間の 発比 があ る意味で は依存か ら 目立 へ の 発達の 過

程 で あ る こ と を否定す る も の は な い で あ ろ う。 ，モ未 の 研

究 で は 依存性 が 自立 性 に と っ て か わ られ て い くとす る一

方 で は ， 自立 性 とは 依存 して い な い こ と以 上 の もの で あ

る こ と か 認 め られ ，依存性 と 自立 性 と は 両柾観念 で は な

い こ と が 1賠 され て い る。し か し ， な ぜ ， ど の よ うに し

て 依存か ら自立 へ と発 LV し て い くか に つ い て の 知見は な

ん ら得られ て い な い 。

　 こ の 闘題 が 解 明 され な い の は 依存性 が 縦断的 に 研究 さ

れ る こ とが な か っ た り ， 自立 性 に つ い て の 研究 が ない が

しろ L され て い る こ と，な ど に 直 接 的 に は よ ろ うが
， 根

す 日勺な も の は こ こ で も依存性 の 慨念 規定 の 問厘で あ る 。

依存か ら自立 へ の 発達 の 様相 を み るた め に は ，ぜ ひ 依存

件 の 変容 して い く過程 が 解明 さ れ る 必 要 が あ る、， そ の た

め に は 両者 の 共 通 「生を説明 し う る よ うな広い カ テ ゴ リ
ー

カ辺 麦
ザ

1う1」述 の よ うに 依存性 を広 く定／k して お か な くて

は な らな い 。

　 わ れ わ れ は 依存性め発s±変容 の 過 程 が 目 立「煙 ）発達過

丞、 で あ る と 考 え る e す な わち， 依存 の 対象 が拡大 レ， 確

国た る 「依育構造 」 が 形成 され て い く迫札 こ そ ， 相対的

に 冥 の 柔 夙な 自立 性が 獲得され て い く過程 で あ る と考κ

る方が得る と こ ろが多い e

　 真 の 柔軟 な 自立 性 と は い わ ゆ る頑固
一

徹 とい うの と は

共 な る。そ れ は な に も の を も 受け い れ な い とい う
’」

自

立
”

で は な く，外 か らの 刺激を受けい れ る こ と か て き，

しか もそ の 刺激 に 直1久 的 に 影郷 され ず に 自己 の 立協 か ら

の 反 応 が で き る と い う こ とで あ る。こ の よ うな 反 応 が で

きるた め に は 外か ら の 辱1激 を受け とめ る ク ッ シ ョ ン を持

っ て い な くて は な ら な い ．よ りHし動的 に 表現すれば ， さ

ま ざ ま な 対入 行 動 を位 置づ け る わ く組 み と もい うべ き も

の で あ る 。 柔軟 な 「不匠性 とは こ の わ く組 みの 質 に か か っ

て い る。つ ま り ，
こ の わ く組 み が どの 程度確立 して い る

か ，どれ 意 ど能劫的 で あ る か ，フ レ ク シ ブ ル で あ る か な

どに で あ る。そ して われ われ は ， これ らの わ く紐 み は依

存 の 結果で き あ が る もの と考 え て い る。幼児 の わ く組み

は 母 現 で あ る。青年の そ れ は 多 くの 対象 を持 っ た 構 廴．、を

な して い る e した が っ て，母 縄 の 言だ け，友入 の 言 だけ

に 左右 され る こ と は な い ，そ れ は ま た，価値9・｛n 念 とい

う形 に な っ て い る こ と も あ ろ う 。
お そ ら く こ う した 自立

性 を支 え て い るわ く組 み は，さ ま ざま な対象へ の 依存 が

内化 され 協調 さ れ て い く過 程
ヅ

生 じて き た も の で あ ろ

うu すなわ ち ， 自立 性 とは依存性 の 発達変容 を通 し て 獲

得され る も の と必 えられ る。そ れ は ， さ ま ざまな対 象へ

の 中心 化 を瓶 み 工 ね ，脱中心 を し て い く とい う過 f
冂

tこ ほ

か な らな い
。

　 （3｝依存性 に 國 す る問 題 行 動 の 治 療

　依存性 の 観点か らの 問題行動 に は大 き く分 け て 2 種填

が 考 え られ る。第 1 は ，い わ ゆ る依存的な 場合 で あ る。

だれ に 対 して も依存的 な 子 ども，母 Ai
’
1に い つ も ま つ わ り

つ い て 友人 と遊べ な い 子 ども な どで あ る。第 2 は ， あ ま

り に も 依存傾向か 欠如 し て い る場合 で ある。こ の 典型的

な も の に は 自閉 的 な孤 立 児 が あ る。従来 の 研究は 第 1 の

場合の み を依存性 の 剛遺 と して 扱 っ て い た し，そ の 治療

副 ↓弓待 さ れ る ほ ど油 果 を あ げ て は い な い 。

　わ れ わ れ の 立 場 の 弟 3 の 利 賦は，これ ら の 逸脱 した 依

存彳1動 を も 理 論 の 中に含め られ る と こ ろに あ る。す な わ

ち ， 依存性 の 望 ま しい 発 逹，適度 の 依存性 を考え ， そ こ

か らみ て の 逸 脱 した 場 合 と し て，過 度 に 依育酌で あ る よ
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s

うな 第 1 の も の ， 逆 に ，依存傾向 が 欠如 して い る第 2 の

も の
， と い う具合 い に で あ る。そ し て わ れ わ れ は ，依存

性 の 望 ま し い 発達の 過程をお さえ る こ とに よ っ て ，すな

わち，依存 の 対 象や しか た （mode ）を変化させ る，あ

るい は 適当な 依存の 対象を 用 意 して や る， と い うよ う

に ，
これ ら の 逸脱 した 事例 を ど の よ うに した ら よい か

の ，　 （少な く とも 従来 よ りは ）具体的な 方向
・
方法 に つ

い て の 知 見 が得 られよ う。

〈付記〉　こ れ は，昭 和39年度 ・東京大 学 に 修士 論 交 と

し て 提 出 し た も の の t
−一
部 に加 筆 し た も の で あ る。論 文 作

成 に あ た っ て は ，依 田 新 教 授 ，三 木 安 正 教 授，波 多 野 誼

余夫 助 手
．
お よ び 教 育 心 理 学 研 究 室 の 久 原 恵 子 氏 か ら ご指

導 を 賜 り，

．
心 か ら感 謝 す る も の で あ る。

　 ま た ， 本 稿 を ま ど め る に あ た っ て｝馬 波多野 助 手 か ら

貴 重 な ご 示 唆 を い た だ い た 。心 か ら お 礼 中し あ げ る。
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