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親子関係 の 規範意識 と実 践 意識 に つ い で

一
そ の 杜会 的要 求性 との 関連

東 京 都 立 大 学

大 石 明 子
＊＊

　戦後の 家族法故訂 に 伴な い ，新し い 家族道徳規範 は 個

人 の 尊重 ・男女 の 平等 を 重要 視す る 法的拘束 を 一様 に 国

畏 に 与 えて い る 。 し か し ， こ の 家族道徳 規範は ，制度 と

し て ，い わ ば ，突然 に 与 え ら れ た もの で あ つ て ．た だ ち

に 国民 の 生活 に 浸透 し うる もの で は な い だ ろ う。個人が

それを ど の よ うに 受け 入 れ る か は ，そ の 人 の 年代 ・ 性 ・

生 活条件 等 を 異 に す る こ と に よつ て ， さ ま ざまで あ る か

も しれ ない 。ま た ．同 じ ひ と つ の 家族集団 に お い て も，

年長者 と 若 い 世代 と で は ，こ うし た 家族 規範 の 受け入れ

方 が ち が うか も しれな い c

　そ こ で ，こ の 家族規範 が ど の よ うに 個 人 に 受 け 入 れ ら

れ て い る か ，また親子関係 の 現状 は ど うか を分析 し ，親

子関係 に お け る 諸問題 を 科学 的に 操作 し て い く方 法 を 見

出す こ と が 必 要 と な つ て くる 。

　本研究で は ，ま ず ， 親子関係 に 関 心 を 多く寄 せ て お ら

れ る 心 理 学者を判定者 と し て ，親 子 関係 の
”
よ し あ し

国．

を 測 る 刺激 尺 度の 作成 を試 み る。つ い で ，そ の 尺度に基

づ い て ，人 び と が どの よ うな親子 関係を
“
よ い

”
と 考え

る か ，あ る い は ，ど の よ うな 親子関係 を
“
わ る い

”
と 考

え る か ，ま た ， か れ らが実際 に は どの よ うな 親子 関係 を

営ん で い る か を，年代別 ・性別 ・親子 別 に 検討す る 。結

果 の 解 釈 に あ た つ て は ，
Edwards らに よ り，最近 ，活

撥 に 研究され て い る　
1‘
社 会的要 求性

’P
（Social　D6sira ・

bility，　 SD と 略 す ） と の 関連 を 考察す る 。

　 さ ら に ，こ こ で di　5問題 と 関係系の 理 論 ＊＊＊ との 関連

を考え て み る 。関 係 系の 問題 は ，ほ と ん ど す べ て の 心 的

＊

　エdeal　 and 　 real 　 evaluati ・ ns 　 in　 pareht −child
rejationship ．
＊＊

　by　Akiko　Ohishi （Tekyo ．MetroPolitan 　 Uni・
T’ev−sit）」）
＊＊＊

関 係 系 は く 心 的 現 象 の ほ と ん ど す べ て の 領 域 に お

い て 、ど の よ うな 個 々 の 形象 も，そ れ が そ の 中に 存在

し ，そ の 中 を 動 き，そ の 中 に 場 所 ・方 向 ・量 を 有 す る

領 域 に 関 係 し て お り，そ の 領域 を 関係 系 と よ ぶ 〉（ユ1，
12） と 定義 され る 。

現象 に 関す る もの で あ る が ，具体的な研究は 現在の と こ

ろ 主 と し て 知覚 の 領域に 限られ て い る 、 そ こで は ，知覚

特性を 決定す る 関係系を ，多 方 面 か ら 分析 し，明確 に し

それが 心 的現象の 説明原 理 と な りうる か ど うか に つ い て

検討し て い る が ，徐 々 に そ の 妥 当 性 の 確証 を 得 て い る

（13，　14，　］5P．16〕　　　　　　 e

　 さきに ，われ わ れ は 社 会的判断あ る い は 態度 に お け る

関係系 の 硬究（17） を 試 み た ボ，今 回 は ，親 子 関 係 に つ い て

の 意識に お け る 関係系 の 問題を と りあげ、この 領域に お

け る 関係系 に 関す る一
資 料を提供 した い と 考え て い る。

　 こ うし て ，人 ぴ とが ど の よ う な 親子関係 を
’‘
よ い

”
と

し て い る か （そ れ を 規 範意識 と 名付 け る ），また 現実 の 親

子関係 を ど う と ら え て い る か （こ れ を 実 践 意 識 と 名 づ け

る ）， 両 意識 の 関係 は ど うか を検討 して い くこ と が本研

究の 主眼 で あ る。

1　 判定者 と して 心 理学者 を用い て の

　　刺激尺度構成

A ．方　　法

　親子関係 の あ り方を あ ら わ す 交 章 を 家 族関係 に 闘す る

諸文献（18・ユ9’21 ） か ら収録 し ， 意味 の あ い ま い な もの を

除 きなが ら，112 個 の 文章を選 ん だ 。 文章の 形式 は
一

般

の 態度調 査に み ら れ る よ うな ，
い わ ゆ る 態度をあら わす

もの で は な く ， 単 に 親子関係 の あ り方 を 記述 し た もの で

あ る。た と えば ， 「親 子 は 互 い に 相 手 を一
偲 の 人間 と し

　 　 　 　 　 　 　 　 ．　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
て 認 め尊重し 合 うべ きだ 」 とい うの で な く， 「尊重 し 合
　
う．1 と い う形式を と つ た c こ れ は 規 範意識 ・実践意識 を

と もに 同一の 刺激尺 度に よ つ て 評価し た い と い う配慮 か

らで あ る。

　判定者 は ，こ と に 家族関係 に 関心 を寄せ て お ら れ る 心

理 学者 45名 （男35名 ， 女 10名）。 こ れ らの 文章を親子関係

の
‘1
よ ざ

’
の 程度 に 応 じ て ．等現問隔 法 の 手 続 きに ょ

り， 9 点尺度法 （1　もつ と もよ い
。 　…… 5　よ くもわ

る く もな い
。

……9　もつ と もわ る い ） で 判定 し た 。 そ

T23
一
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の 際，9 つ の カ テ ゴ リー全部を使 うよ うと く に 教 示 し

た 。

B ．結　　果

　II2 個 の 文章お の お の に 対 し，45人 の 判定老 に よ り与

えられ た カ テ ゴ リ ー数値の 中央値を算出 し て ，そ の 文章

の 尺度値 と し た。ま た 多義性 の 指標 と し て 四 分偏差 9 を

求 め た b こ れ らを 尺度値の 小 さ い 方 か ら順 に 並 べ て み る

と尺度纏の rbet　L2 か ら 8・9 に 及 ん だ 。 尺 度値の 分布

は Table 　1 に 示 す と お りで あ る が ，
　 U2 個 の Ω値 の 平均

は ．83 で ， 親子関係 に つ い て の こ うし た 文章に 心 理 学者

　　　　Table 　1　 各文章の 尺度値に よ る 分類

尺 度値の 範囲

1．0　 〜　 2．9

3．0　〜　 4．9

5，0　 〜　 6．9

7．0　 〜 　 8．9

総

数

認

器

％

35

Ω値 の 平均

．76

．96

．90

．71

計 1 112 1 ．83

Table 　2　刺激 文 章，そ の 尺 度値，四分偏差値 お よ び 提 示順位

：lillETrl
−

E
25701479131L11

幺

2aaaaa 
慧
』凵−

．45

．65

．65

．85

．65

．80 ・

．95

．95

．95
．85

822175

四

151311B

平 均
2，3

・781

親子 は 互 い に 相手を
一

個 の 人間 と して 認め尊重す る

親子 各入の 生活 を大事 tcし つ つ も統制 の と れ た 集団生活で あ る こ と を忘 れない

親子が と もに考え 心配 し喜び 合 う

窺 子が お 互 い に 相手を 誇 り と して い る

親子が公平な愛情を もち ，潮笑や 裏切 り ， 失望を与えない

親 に は 親 の ，子 ど もに は 子 ど もの 生 活 を あ る程度ま で 認 め る

子 ど もの や つ て い る こ と 1こ 親 が い つ も関 心 を 示 す

親 子互 い に こ せ こ せ し た 気持 で な くあつ さ りとつ き合 う

親 子で 争 い が起 つ た ら そ の 原因 を相互 に 十分究明す る

子 ど もの やる こ と ひ と つ ひ と つ に つ い て親が や きもぎし な い

1
　　　：：l
　　　l：1
耄 ・．6

8　 5．0
口

＝

　　　 5，2

　 　 　 5，5

　 　 　 5，9

　 　 　 6．4

1．051

．051

，0G1

、051

．00

，40

．95

．75

．85

，85

盻

3020124

幻

拠

2／

256

親子が友人同志 み た い で あ つ て も親は親 と して の 威厳を保 つ

親子 は 互 い に と きに は 相手 を 批判的に み る

強 い られな くて も親子が同 じ よ うな考え方 を す る

子 ど もの や りた い こ と をや らせ る に し て も
一

言親 に 相談す る こ と を親が 要 求 す る

子 ど もが 困 つ て い る時に の み 親 は 干渉す る

親子 の 間 で 理 解 し え 顧 こ と もあ る

親 子 の 間 の こ とな ど 開 き直 つ て 考 え る こ と を し ない

親 の 心 配 ご とは で きる だ け 子 ど もに か くし て お く

親子 の 間 は た だ 平穏無事 で さ えあれ ば よ い と 考 える

親子 は無条件に 事理 の 是非
・
善悪を問わずに 協力する

平 均
4．9

・・。 1

 的
」

O

韓

6．76

．97

．0

？．27

．47

．87

、98

．28

．68

．9

．95

．85

．80

．90

．75

，55

，70

．70

．65

．35

10216

踞

14

％

191379

親が何 を し よ うと し て い る か 子 ど もに わ か らな い

自分 の 子 ど もが何 を 考え 何 を し よ うと し て い るか 窺 が 予測 で きない

親子一体 と考 え各人 の 生活を 認 め な い

子 ど もに 対 し て なに よ りもま ず従順 とい うこ とを 要求す る

親子 の 間に い ろ い ろ な面で 距離 があ りす ぎる

親子が話 し 合 うこ と を せ ず泣 き寝 入 り し て し ま う

子 ど もの 活動 は 全面的に 親 が 指定す る

親 の 意見tc反対す る と こ わ い の で 子 ど もは 何 で も親 の い うとお りに な る

親子が 互 い を うと ん ず る

親子が軽蔑 し合 う
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大 石 ： 親子関係 の 規範意識 と 実践意識に つ い て

は か な り
一

致 し た 評 価を 与 えて い る よ うで あ る 。 し か し

個 々 の文章を み て い くと，尺度の 両極 に 近 い 丈章 は 評 価

の ば ら つ きの 程度が 少 な く，中央附近 の 文章は よ りば ら

つ きが多 い （9 点尺度法で ．90以 上 ） こ と がわ か る。こ

こ で は 112個全部の 文 章 に 対 し て 与え られ た 評価を ひ と

つ ひ と つ 検討 し ない で ，ご く箇 単に 際立つ 面 だ け を概述

す るに と ど め る 。

　か れ らが一致 し て
“
よ い

”

と評価し た 文章に は ，
「親

子 は 相手を
一

個 の 人間 と し て 認 め 尊 重 し 合 う　！！，f互 い を

理 解し 」， 砲 主性 を重ん じ 」，
「信頼 し 合 う」 そ こ に は

7深 い 愛情 の 支 え が あ る 」 な ど があ る c

　 ま た 逆 に
“
もつ と もわ るい

”
と 評 価 さ れ た 交章 は ，

』
r融 」 と か 瞹 情的接 tWh：t」・vtて い るa と い つ た類の

もの で ， 「親 が子 ど もを 一方 酌 に 従わ せ よ うとす る 」，

J従わ な けれ ば ，威嚇 し試， 「勘 当 して しま う己 よ うな親

子関係 で あ る ，

　 ま た ．尺度上 ほ ぼ中央 の 位置を 占め る 文 章で ，判定者

が
一

致 した 評 価を与 え た もの は ， 「親子 の 間 で い つ て よ

い こ と と わ る い こ とが あ る 」，「親 の
一

存 で こ と を決 め な

くて は な ら ぬ こ と が あ る ∠，

尸
親子間で 理 解 し えぬ こ と も

あ る 」，
「年 を と つ た ら，子 ど もの 迷 惑に な らぬ よ う養老

院 へ 行 く」 の も よ い が 唯 居 さ えあれ ｛ま一緒 に trむ」 な

ど で あ る 。

C ．刺激尺度構成

　 以 上 の 結果か ら，女章 そ れぞれ の 尺 度値，Ω値 ， 内容

を参考に し て T ・bl・ 2 の よ うts・30個 の 交章か ら な る刺

激 系列 を 作成 した ． 尺 度値 は L2 か ら 8、　9 ，数 値 の 小 さ

い 方が
：L
よ い

：1
親 子関係をあ らわ し て い て ， こ れ ら の 尺

度値 は 以下 の すべ て の 調査に お け る 刺激 尺 度値 と し て 用

い ら れ る 。30個の 文章 は 尺 度値 の 大 き さ の 順 に 並 べ ，10

個ず つ に 分 け た ， 尺 変値 の 小さ い 群を
t∈

よ り よ い 親子関

禦 を あらわす文章群 （
卜be・te・

”
と 略 す ）・尺 度値 の

大 きい 群 を
“
よ りわ る い 親子関係

”

を あ ら わ す文 章群

　（
“
iATorseJ

’
），残 りの 中間の 尺 度値 の 群 を　

“
よ くもわ る

　くもない 親子 関係
”
をあ ら わ す文章群（

“
neut ・ al

”
）と い

　53 群に 便宜 上 分 類 した 。こ れ ら の 文 章は 権威。統制的 な

　親子関係，情緒的結 び つ きの 親 子 関 係 と い つ た 範疇に 分

　類 し うる か もしれ な い が 厂
一
応 こ こ で は

／：
よ い

”
，

’L
わ る

　い
：！“

よ くもわ る くもな い
”
親子関係 の 分類 に し た が う。

皿　調 査の 実施

217

教示 と同 じ く，もつ と も よ い 観子関係（1 〕か ら，もつ と

もわ るい 親子関係 〔9 〕に わ た る次元で・各刺激文章を 9

点尺度法 で 評 価す る こ と に よ る 。 そ の 際 ， 9 つ の カ テ ゴ

）一全部を使 う必要の な い こ とを と くに 教示 し ，ま た カ

テ ゴ リ ー間 の 距離 が 等間Wticな る よ 5・tcと の 教示は与 え

な か つ た。し た が つ て ，こ こ で の 手続 ぎは 系列範躊 法 に

し た が うこ とに な る。

　こ うし て 表明され た 評価者 の 得 点の 中央値 を
“ISV”

と よ ぶ こ と に す る 。 実践意識 は ， そ れ ぞ れ の 文 章に 対

し ，自分 の 現実 の 親子関係が，ど の 程度そ の 文章の 表現

して い る もの に 似て い る か を，ま つ た く
』
そ の と お り〔1 〕

か ら ，ど ち らで もな い 〔5 〕を経 て ，ま つ た くち が う〔9 〕

に い た る 9 点 尺 度法 で 表明す る こ とに よ る。

　 こ こ で の 得点を
“RSV

”
と名づ け る 。 文章の 提示順位

は ラ ソ ダ ム で あ る が，Table 　2 に 示 され た 順位は 以下 の

ど の 調査に お い て も
一定で あ る 。

デ ータ は 規範意識 ・実

践意識両 方 に もれな く回 答した もの に つ い て だ け を処理

し 親子関係 の 3種 の 型 （
“b・tt・・

” “
… t・al

” t’
w ・

−

rse
”

） ご とに ， 平均 判断尺度値を求め た 。

B ．結　　果

　 1．　年令別 。性別 に み た 規範意識 と 実践意識

　 こ こ で は 親子 関係 に つ い て の 規範章識 と実践意識 を 評

価者 の 年令別 ・性別 に 検討す る。評価者総数 509名，年

令 ・ 性 に つ い て の 内訳 は Table 　3 に 示すが ，
い ずれ も

都会居住者 で 教育程度も比較的高 い
。 そ の 限 り に お い

て ，評価者 の 文化的背景 に は 大きな差 を 考慮 し な くて も

　よ か ろ う。

　 ［lj 蔑範意識 と 年令差 ，牲差

　
“better”， 」‘

neutra ！
”

．

“
worse

”
の 平均判断尺度値 σSV

，RSV ）を年代 別 に Fig．1 ；こ 示 し ，Fig・2 と Fig・　31cは ・

　　　　Table 　3 評億者 の 年令 。性に よ る 分布
dl −

lxg；rilT E
16− 1719
− 2223
− 2728
− 3132

− 3940

　代

50　代

11563271136273

 

3303650ρ
D
　

4
　

1
　

1
　

2
　

2
　
ワ臼

大戦末期に 出生

終戦時未就学

終戦時国民学校 1 〜 5 年生

新制 ・旧 制の 交替

終戦時 已 に 青年期 に あつ た 入

戦前 。戦 中に 青年期

戦時壮 年で あ つ た 人

A 、一般的手続 き

　こ う して で きあが つ た 30個 の 刺激交章か ら な る 系列 に

つ い て ，評価者 は 規範意識 と 実践意識 の 両方 を表明す る

の で あ る。親範意識 の 表 明は ， さぎの 心・理 学者 に 与 え た

総 計 i副 刎
　　＊ 　1961年10月現在

年代別 ・性別 の ISV ・RSV を示 し た 。い ずれ も点線で

あ ら わ し て あ る の は ， 当該文章群 の 刺激 尺 度値 で あ る 。

t’better”，
“
neutra1

”
，

‘’
worse

”

そ れぞれ の 丈章群に お
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Fig ．3　文章の 型別 ・性別 に み た実践意識

　　　　　

い て ，い ずれ の 年令 層 もきわ め て類似 した評価を し て い

る 。 た だ 全体的傾向と して み られ る こ と は ，若 い 世代 の

ISV が刺激尺 度よ り も大 きく，32才を 越え る世代 で は い

ず れ も刺激 尺 度値 よ りも ISV が小 さ くな つ て い る こ と

で あ る 。

　個 々 の 文 章 に つ い て み て い く と，「親子 が と もに 考え，
心 配 し，喜び 」 あつ た り， 「公 平な愛情を もつ 」 た り，
「お 互い に 相手を誇 り と し」 た りす る よ うな親子関係 に

対 して も，ま た 「親 が 子 ど もの や つ て い る こ とに い つ も

関心を示 し」 た り 「親子が友人同志 み た い で あ つ て も親

は 親 と して の 威厳 を 保 つ 」 た り 「強 い ら れな くて も親子

が 同 じ よ うな考えを する」，
「子 どもの や りた い こ と を や

らせ る に し て もひ と こ と 親 に 相談さ e 」 た り 「親の 心配

ご と は 子 ど もに か くし て お く」 よ うな親子関係 は ， 若 く
ない 世代 の 方が ，　

“
よ りよい 親子関係だ

”
と い う評 価を

くだ し て い る 。 「子 ど もに 対 し て 従順を要求す る 」 こ と

を 4  代 の 人は
“
ど ちらか とい えぱ よ い

”’
と評 価して い る

の に 対 し，若 い 世代 は
“
お る い

”

と 評価 し て い る。こ こ

で ，旧 家族道徳規範に お い て は ， 従順が徳 目 と し て 重要

視 され て い た こ と を想い お こ し て み る とき，こ の よ うな

年代に よ る 評価の ち が い が 理 解 さ れ よ う。

　し か し ，こ こ で 示 され た 諸傾向は ほ ん の わ ず か に の ぞ
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　か れ る程度の もの で あ つ て ，年令 の ち が い は規範意識に

有意な ほ ど の 影響 を 及 ぼ し て い な い こ と が 明らか に な

　り，こ こ で選 ば れた 評価者を用い ，また こ の よ うな尺 度

　を用 い るか ぎ り，規範意識に と つ て 年令 は 重 要 な 変数 で

　ない こ と が示唆さ れ る 。

　　規範意識 と性差 に 関 し て は ， Fig．2 に み られ る よ う

に ，ど の 文章群 に つ い て も ， ど の 年代に お い て も 〔
’‘bc・

　tter
”

に つ い て 28− 31才の 男女 の 有 意 差 が あ る の は 唯
一

　の 例外）有意な差 は み と め ら れず，性別も規範意識 の 重

要 な 変数で ない こ と が知 られ るが，これ に つ い て は 後述

す る 。

　 i12） 実践意識 と 年令 差 ・
性差

　 Fig．1 に み られ る よ うに
”better” で の RSV は年

令に よ り．か な りの 変動 が み ら れ る　〔F ＝ 12．8，df＝

6163 ，P 〈．01），若 い 世代は 刺激 尺度上 の 親子関係 と自

分の 現実 の 親子 関係 とを 若 くな い 人 た ち ほ ど類似 した も

の と み て い な い こ とが 示 され た
．　

「ト
worse

”
，

“
neutraP

で は 年令差 は み られな い ，

　 男女 の実践意識 は ， Fig．3 に 示 さ れ る が 、こ こ で も

　
」’better”に つ い て は 年代 に よ りか な り変 動 が み ら れ

る，男女間を 比 較する と，50代を 除 い て ， 女性群 の 方が

嘱激尺度圭 で
’t
よ い

”
親 子 関係 と され て い る もの と 自分

の 親 子 関係 が 類似 し て い る とみ て お り， また 32才以 ヒの

人を除 き，
“

わ る い
”

と さ れ て い る親子関係 に 対 し ，女性

群 の 方が自分 の 親 子 関 係 と類似 し て い な い と み て い る
，

・
　 131 規範意識 と実践意識 の 関係 と年令差 ・性差

　 Fig．1 か ら
”better”で は ， 28才

一一31才，40 代 を除

い て ， t 検定の 結果（以 下 の 検定 は い ずれ も t 検定），い

ずれ も有意 に RSV の 方が ISV よ り大 で あ る こ と が わ

か る （df＝18　 P く 、　05〜 P ＜ ．OOI）c

”
worse

”
で は 全般

に よ り RSV の 方が小 で ，こ とに 若 い 世 代 で そ の 差 は 著

し い （P ＜．e2−− P 〈 ．00ユ）。
‘’
neutral

”
で は 全般 に RSV

の 方が ISV よ り小で は あ る が， い ずれ の 年代 に つ い て

も有意な差は み られな い
，

　 そ こ で ，こ こ に あ ら わ れ た 規範意識 の 尺 度 と 実践意識

の 尺 度の 巾を比較 し て み る と ， 若 い 世代 で は 前者 の 力 が

か な り広 い
。 しか し 28才を 越 え る と，RSV は し だ い に

ISV に 近 づ き，尺度の 巾 は狭ば ま つ て い く。
こ の 両老 の

廬が近 い と い うこ とは ，規範意識 と実践意識 と の 間 に ，

ずれ が 少 なくな る こ と で あ る 。 すな わ ち ， 規範意識 が よ

い 親子関係 か らわ る い 親子関係 に わ た る 連続体上 に 占め

る 位置 と，実践意識が 自分 の 親 子 関係 と の 類似 度を 示 す

連続体上 で 占 め る位置 とが対応 し，　
嚠‘
よ 1

、
・：：と考 え た 親

子関係 に 自分 の 現実の 親子 関係 が 類似 し，
“
わ る い

”
と

考え た 親子関係 と 自分 の 現実の 親子 関係が類似 し て い な

い と い うこ と で ある。

　 こ れ を 適 応 とい う面 あ る い は 道徳 の 面 か ら み れば，規

範 〔理 想） と 実践 （現実）が一致 し て い る の は 望 ま しい

こ と で あ る．しか し こ こ に 現わ れ た よ うic，若 い 世代 は

理 想 と現実が 不
一

致 だ が ， 年輩 の 人 た ち は 理 想 と現実が

一
致 し て い る ， した が つ て 適応 が よ く，また道徳的 に 望

ま し い 状態 に あ る と 簡単に 断定 して よ い だ ろ うか c と く

に 現実の 親子 関係 を ，こ こ で 用 い られ た よ うな刺激文 章

に 即 し て 裏明 さ せ る 場 合 ，社会的 な 規範に 合 致 さ せ よ う

とす る欲 求が あ り の ま ま の 親子 関係に つ い て の 報告を歪

め る よ うな こ とが な い だ ろ うか 。こ の 点に 関 し て も後 に

考察す る．

　 男性群 に つ い て ．規範意識 と実践意識 と の 関連を年令

別 に み て い く と，　 （Fig．2 と 3 の 比 較 か ら ）
“
nevtrsV

’

で は ISV ・RSV 間に 差 が な い が ，

‘’better”，
‘Sworse”

両 群
一一

こ とに
‘’better”一

で は 酢1意識間 に か な り差

が み ら れ る　（df＝ 9，　 P ＜．02〜P ＜．001）c

　 規範意識を 示す尺 度 の 巾は年令 に よつ て さほ ど 変化 し

な い ボ，実践意識を あ ら わ す 尺 度 の 巾は 年令 増加 に と も

な い 拡 が つ て い くe

　 女性群 に つ い て は ，同 じ く Fig．2， 3 との 比較か ら，
“better「’に お い て ， 若 い 世代 は 規範意識 と 実践意識 の

間 に 有意な差 の ある こ と がわ か り，他 は 全般的に ISV

と RSV の 差 は 少 な い と い う こ とが 男性群 と 比較 して い

え る だ ろ ），

　 さき に も指摘 し た よ うに ，規範意識に 関し て は ．性差

に よ る 評価 の 相違 が み られ なか つ た の で あ る か ら，こ こ

で 女性群 の 両意識 の ずれ が 少 ない と い うこ と は ， 実践意

識 が 男性群 よ りも規範意識 に 近 づ い て い る ，換 言 すれ

ば，規範意識に よ り強 く影響さ れ て い る とい えな い だ ろ

うか 。

　2． 親 お よ び 子 の 規範意識 と 実践意識

　 こ こ で は ，親 の 立 場 ・子 の 立 場 か らみ た規範意識と実

践意識 を 検討 す る。被調 査者 は 東京都立大学附属高校 2

年生男女 178名，そ の 親 142名 で ある。内訳 は 男子生 徒

115，そ の 父 39，そ の 母 52，女子 生 徒 63，そ の 父 21．

その 母 30名 で あつ た 。 父親 の 大半 は 専門学校以上 の 学

歴，母 親も ま た 女学校以上 の 学歴 で あ り， しか も社会 ・

経 i斉 ・文 f匕的地位 etカk な二り高 し、。

　親子揃 つ た データ 142 対の中か ら，子 ど もに つ い て ，

規範意 識 と実践意識 の ずれ の 少 な い 群 （各文 章 に つ い て

子 ど もひ と り ひ と り の ISV と RSV の 差 を 絶 対値 で と

り ，
30個 の 文 章に つ い て の 総計 が 30以 下 ）を 22対 （L 群

と 名 づ け る ），両 意識 の ずれの 多 い 群 （30幗 の 文章 で の 総

計 が 60以 上 で ，
M 群 と 名 づ け る ）を24対 ぬ ぎ出 し ，こ の
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両群 に つ い て ISV，　 RSV を 算出 し て 比較分析 した

（Table　 4）e

　 まず，文章 の 型別 に み て い くと ，規範意識 は ，ど の 交

章群に つ い て も，親子 と もL ・M 群間に 評価の 有意な 差

は み ら れ な い
。 が実践意識は 　

“
neutral

”

を 除き，親子

と も L 。M 群間 に 有意な差 が み られ る　（df＝18，．　 P 〈

．05〜P 〈 ．001）。 また ，
M 群 に つ い て み る と ， 親子 と も

実践意識 の 尺度がか な り狭まつ て い る の がわ か る 。 と く

に 子 ど もに お い て ，

・ど の 文章 に 対 し て も， 自分 の 親子関

係 と似 て い る わけ で もな い し ， 似 て い な い わけ で もない

と い つ た 評 価が な さ れ て い る e

　規範意識 と実践意識 の 関連を LM 群 に つ い て み る と

1：
neutral

”

を 除 き，　 M 群 で は 親 子 と もに 有意 な 差 が あ る

（df＝＝9 ，　 P 〈 ．02）が ，　 L 群 で は親子 と も両意識問 に 差

がみ られ ない
。

つ ま り子 どもの 規範意識と実践意識 の ず

れ が 大 きけ れ ば ，そ の 親 の 両 意識 の ずれ も大 きい 。 こ の

場合 ， 子 ど もの 方 が 自分 た ち の 親子関係を よ り望 ま しく

ない と 考 え て い る 。また 子 ど もの 両 意識 の ずれが小 さ け

れ ば ， そ の 親 もずれ が 小 さい 。　　 　　　 　　 　　 　　
’

Table 　 4　 L 群 ・M 群 の それぞれ の 親子に お け

　　　　　る 規範意識 と 実践意識
（L 群と は 規範意識 と 実践意識 の ずれ の 少な い 評

価者か らな り，M 群 と は ，両意識の ずれ の 多 い 評

価者群で あ る）

L 　群 M 　群

Isv　 i … Isv 　 IR・V

襯 子 陲 子 闇 子 匿 子

”better”

‘‘
neutral

”

Worse

2．4　 2、9

4．9　 5，2

7．5　 7，9

2．7　 3，1

　　　 i

4．8　 5．1

2．4　 2．4
　 Jー　　　　

’
　 ri ＝

「

7．7　 7 ．8L

．

4．6　 5．1

7．2　 8．O
　i　　

一

　 ヒ　 　 　　 　　 13

．4　5．0− 1
＝ 14

，8　 4，7

　 こ こ で 簡単に個 々 の 文章に 関し，規範意識を み て い く

と，親 の ISV 方が子 ど もの ISV よ り大 ぎい 文章 に は 次

の もの が あ る ：

　 「親 に は 親 の ，子 ど もに 子 ど もの 生 活 を あ る 程 度 ま で

　認 め 」 た り，　r’親 子 が 相 手 を 批判的 に み ．a た り，　「親

　子間 で 理 解 し え な い こ と もあ り」， 「自分 の 子 ど もが 何

　を し よ うと し て い る か 親 が 予 測 で きな い 」，「親 子 が 互

　 い を 5 と ん ず る 」

とれ らの 親子関係は望 ましくな い と親 は 評価す る の で あ

る e

　親 の ISV が 子 ど もの ISV よ り小 さい もの に は 次 の も

の が あ る。と くに ，L ・ M 群 と も親 子 の ISV に ，5 以

上 の ひ らきがあ る もの を 列挙す る と ：

　 「子 ど も の や つ て い る こ と に 親 が い つ も関 心 を 示 す 」，

　 「強 い られ な くて も親 子 が 同 じ よ うな 考え方 を す る 」，

　 「子 ど もの や りた い こ と を や ら せ る に し て もひ と こ と

　親 に 相談 さ せ る こ と を 親 が 要 求 す る」，r親 の 心 配 ご と

　 は で き る だ け 子 ど も｛こ か くし て お く」，「親 子 の 問は た

　 だ 平 穏無事 で さ え あ れ ば よ い と 考 え る 」，「親 子
一

体 と

　考 え ，各 人 の 生 活 を 認 め な い 」，「子 ど も に 対 し て な に

　 よ り もま ず従碩 と い 5 こ と を 要 求す る 」，「子 ど もの 活

　動 は 全 面的 に 親 が 指定す る 」．「親 の 意見 に 反 対す る と

　 こ わ い の で ，子 ど もは な ん で も 親 の い うと お りに な るJ

　 こ れ らの 丈章 k 対 し て は ，子 ど もの 方が望 ま し くな い

と 評価 して い る。以上 の 結 果か ら，親子 の あ る べ きすが

た に 関する見方 の ち が い が うか が え よ うc 子 ど もの 世代

は ，新教育 に よ り，ひ た す ら 個入 の 尊重 を 学 び，自由を

学 ん だ。そ し て か れ らは ，自分 の 親がわが子 の 拘束 をす

る の は 望 ま し くな い と考 え る。こ れ に 対 し て ，親 の 世 代

は で き る だ け 子 どもを 自分 の 注意力の と ど く範囲内に 入

れ て お きた い ，親 の い 5 こ とを よ くき く子 ど もに し た い

とね が 5の で あ る ．

d3 ぎ5

i l

実縁 で 結 ん で あ る の は そ の 間 に t 検定で 有意 差 の あ

る こ と を 示 す 。

　 こ こ で 示 され た よ うに ，規範意識 と 実践意識 の ず れ の

大小 に よつ て 評価者 を分類す る こ とが で きる とい うこ と

は 親子 関係 の 研究に ひ と つ の 方法論 的示唆を 与え る だ ろ

う。両意識 の ずれ の 大小，あ る い は 現実の 親子関係に つ

い て の 親子 の 見方の 相違は ど の よ うに し て 生 じ た か を分

析す る こ と が 親子関係 の 問題 へ の ひ と つ ア プ ロ ーチ と な

ろ う。　　　　　
．

皿 　考 察

　以上
“
よ い

”
親子関係 ，　

‘
望 ま し い

”
親子 関係 と は ど

の よ う な もの か．ま た
“
わ る い

”
親 子 関係

’
望 ま し くな

い
”
親子 関係 とは ど うい うもの か に 関 し て ， 年令 ・姓 の

異な る 評顧者 ，親 と 子 に つ い て 検討 し た 。それ を わ れ わ

れ は 規範意識 と 名づ け た s さ ら に 現実 の 親子 関係 が ど の

よ うな状態で あ るか に つ い て ，こ の 調査 に さ きだ つ て 作

成 した 刺激 尺 度 に し た が つ て 評価 させ ， それを実践意識

と よ ん だ 。 また規範意識が実践意識 の 表 明に ど の よ 5な

影響 をもつ て い る か を検討 し，そ の 影響 の 受け 方 に は 個

人差 の あ る こ とを み て きた 。

　 こ の 親子関係 に つ い て の 規範意識 は ，こ こ で 選 ばれ た

一一28

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

大 石 ： 親子関係 の 規 範意 識 と 実践 意nelCつ 』
・て 221

社 会 。経済 ・ 文化的に 比較的安定 し て い る 評価者に お い

て は ，年代 の ち が い ，性 の ち が い ，あ る い は 親 と 子 の ち

が い に か か わ らず ， さほ ど変化 しな い こ とが わ か つ た ．

常識的 に 考 えて ， 従来の 「淳風美俗の 精神．ユ を朝 に 晩 に

培われ ， 権威に 対す る 絶対服従を教 え こ まれ て きた 世代

と．個 人尊重 ・個人の 自由平等 を 規範 と し た 教 育を受け

て い る若い 世代 と で は ， お の ず と 現行 の 家 族道徳規範 の

受け い れ方が異 な る だ ろ う。 し か し，結果 は ．ど の 年代

を と つ て み て も，男 で も女 で も，ま た 親 で も 子 ど もで

も，きわ め て 類似 し て お り，年令 ・性
・親子 の ち が い は

　　　　　　　　　　ロ
規範意識 に 関 し て の 重要 な変数で な い こ と が わ か つ た ．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　．　　．

　 こ れ ｝dki し ，現実 の 親子関係 に つ い て の 実践意識 は ，

年令 。性 ある い は
一

部 の 親 子 に つ い て，か な り変化を 示

し た 。
こ の こ とか ら規範意識 は そ の ま まに 実際の 親子関

係に 反映 され る もの で は な い とVk よ う・た と え ば 若 い

世代 や 男 牲群 は ，み ず か ら
t／
よ い

”

と評価 した親子関係

を現実 の 親子 関係 に もち こ め ずま た み ず か ら わ る い と 評

価 し た 親子関係 と 自分 の 親子関係 とを 切 り離 して し ま 5

こ と が で きな い 。し か し ，こ こ で い 5実践意識 が 質問紙

法に よ りと らえ ら れ た もの で あ り．こ れ か ら述 べ る よ う

に ，あ る 歪曲 が な さ れ る 可能性 が あ る か ら，こ こ か ら単

純 に 結論 を ひ き出す こ と は 早計 で あ ろ う 。

　 規範意識 と 実践意識 の ずれ が ，若 い 世代や 男性群 で は

大 きい の に ，年輩 の 人 ・ 女性群 で は 小 さ く，と きにuxrr ．

致 し さえ し て い る の を ど う解釈する か 。年輩 の 人は 規範

意識 と 日常 の 親子関係 が は た し て
一

致 して い る の だ ろ う

か ，それ と も
一致さ せ よ う と意 図 して 回 答 し た の で あ ろ

うか 。 親子それぞれ の 立場 か ら評 緬した 場合 あ る人 び

と に お い て は ，親子間 に 有意な評価 の 差が あ る の は なぜ

だ ろ う。親 の 実践意識 か 子 ど もの 実践意識 が歪め ら れ て

い る の だ ろ うか 。

　 BellC1） は ，現在
一般に流布 し て い る 理 論 に 肯定的 な

文 章 に 対 し て は ，評価者 間に あ ま り不
一

致 が な い こ と を

報告 し て い る。た と え ば， 「子 ど もは か れ み ず か らの パ

　ーソ ナ リ テ ィ を発展 させ る 自由を持 つ べ きだ 」 と い う文

章に 対 し て だ れ が異論 を は さ め よ うか とい うの で あ る。

　　こ の こ とは ，あ る 人たち が親子関係 の 規範意識 に 逆 ら

　つ た 回 答 を 避け る 傾向を もつ こ と ｛こ 関連する。た と い 現

実 の 親子関係が規範意識 と非 常 に へ だ た つ て い た と し て

　も，そ う報告する の を回避 し て し ま うか もしれな い
。 も

　ち ろ ん ，こ の 規範意識 に 逆 らつ た 回 答を し た が らな い と

　い うの に は 個人差 が あ り，それ は 個人 の 人 格特性 の 中に

　数えあげ られ るもの か もし れな い 。しか し ， こ の 規範意

　識に そ う よ うな実践意識を 表明 し よ う とす る傾 向 は か な

　 り根強い もの で あ る よ うだ 。 　　　　
’

　こ の 点に つ い て ， さら に ま た ．こ こ で 見出された規 範

意識に 年 令差 ・性差の 影響の 少 ない こ と，お よ び 現実 の

親子関係 に つ い て の 評緬と規範意識 の 関係 を 最近 Ed ・

wards ら（2 ’4 ’5 ・6 °7 °s ’9 ’1e ’ee）に よ つ て と りあ

げられ て きた
“
tr会的要求性

”
と い う概念 との 関連 で 考

察 して み よ う。

社会骸 姫 と の 関連一 社会的要求性 （… 1・ld ・
・

sirability ，略 し て SD ） に つ い て の 研究 は パ ーソ ナ リテ

ィ の 分野 で まず と りあ げ られた。数あ る性格記述 が そ れ

ぞれ社 会的に 望 ま し い もの か ら望 ま し くな い もの へ と わ

た る 次元 上 の
一位置 を 占 め る こ と が で きる 。

r親切なま，

「陰気 ts　：，，「忠実なユ， 「ずる い 」，「や さ し い 」，「い や ら

し い 」，「静 か な 」 等 々 ，性 格 を 表現する 形容詞 は 数 えき

れ ぬ ほ ど あ る が，それ らす べ て の 記述を 貫 くな に か ひ と

つ の 次 元 があ る と 考え る の で あ る ．
Edwards （6 ）は ，こ

の 単
一

の 次 尤 を社会的 に 望 ま しい こ と
一

社会 的に 望 ま

し く な い こ と の 次元，簡単 に い つ て SD 次元 と よ ん で い

る 。 そ し て あ る 性格記 述 が，そ の 次元上 で 占 め る位置 と ，

そ の 記述 が自分 の こ とを記述 して あ る の だ と し て 選 ぶ 確

率 と の 間 に は ，正 の 高い 相関 があ る 。
つ ま ．り祉会的 に 望

ま しい 性格をあ ら わ して い る 項 目 は ，それが自分 の 性格

を あ らわ し て い る と い つ て 受け 入 れ ら れやす くな り，社

会的に 望 ま し くな い 記 述 は 受け 入 れらiLICくくな る とい

うの で あ る 。

　 こ の こ と は ，ひ と り性格棟査に と ど ま らず態度調査 に

お い て もみ られ る こ と を Taylor （20） が 指摘した 。一
般

に 用 い られ て い る態度尺度 ， た とえば，Autho ：itarian玉・

sm 　Scale，　 Ethnocentrism　Seale，　 PARI の Control

Sca｝e ，
　 Anomie ・Scale 等 に お い て ，自分 の 態度を あ ら

わ し て い る 文章を 選 ぶ 確率 と ， そ の 文章の SD 次元 上 で

占め る 位置 と は 深 い 関係 が あ る よ うだ。自己 に 対 し て 社

会的に 望 ま しい とい う印象 をもち た が る人 は ， 社 会的に

望 ま し い と 知覚す る 態度尺度上 の 文章だ けを選 ぶ傾向が

あ り，こ うし た反応 の セ ッ トが態度尺 度上 の 得点に 影響

を与 え る の だ ろ うと い つ て い る 。

　 Edwards ら の 研究に よ れ ば ，あ る 性格記述 を SD 次

元 上 tc位置づ け る の は ，年令 ・性 ・社会
・文化的背景 を

変えて も非常 に一致 し た もの で あ る。

　　Fujit・C8） は Edw ・・as の P ・ rs ・ nal 　 P ・ef ・・e ・ ce 　S・
’

bedule （PPS ）（4 ）か ら とつ た 姓格 記述 を 用 い て ， 在米 日

　本人学生 の SD 尺 度値 を 求 め た が，それ と Edwards が

　ア メ リ カ 人学生 か ら 得 た 結果 と の 積率相関 は ．95 で あ る

　こ とを見 出 し た 。
K1ett（10）は や は り Edwards の PPS か

　ら の 姓格記述 の SD 尺度値を社会 ・経済的地位 の 異 な る

　被験者 に つ い て 求 め た が，こ れ ら の 群内に差が み られ な
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　か つ た ・
Edw ・ rd ・C3 ）は，年 令差 ・性差 と SD 尺 度値 と

　の 関連をみ た が ， い ずれ も高い
一

致度を示 し た。こ れ ら

　か ら，年令差 ，牲差，社会 ・経済的地 位の 差 ，交化の 差

　とい つ た 変数 は性格記述 に つ い て の SD 尺度値に 関わ る

　変数 と して の意義が 小 さい と結論 で ぎる 。

　　しか し，社会的 に 望ま し い 性格記述や態度記述 を 個人

　が 自己 の もの と し て 受け い れ る か ど うか に 個 人 差 が ある

　の は 先 述 の と お りで あ る。つ ま り社会的に 望 ま し い 記 述

　を 多 く自己 の もの と し て 受け 入 れ，望 ま し くな い 記述 は

　拒 否 し て し ま い た が る よ 5 な人 と，そ うで な い 人 とに 分

　け る こ と が 可 能 で あ る。

　　こ れ らの 事実は 性格検 査や 態度調査 をする 際 に 注 意す

　べ き点 で あ る 。 わ れわれ が 側 人 の 性格や 態度を測定す る

　
つ も りで い て も，実 は そ れぞれ の 記述 の もつ SD の 程度

　を 欄定す る こ と に な つ て し ま うか も しれ な い か ら で あ

　る 。さきに も述べ た よ うに ， 心 的事象の 個 々 の特性は ，

　そ の と ぎ ど き の 支配的な関係系 に よ つ て 決 ま る
， そ こ

で ．われわれ が あ る 記 述 に つ い て あ る 評価 を し よ 5 とす

　る 場 合 ・測定 し よ 5 と する個人 の実践意識 の ほ か に SD

　と い う別 の 系 の 効果が優勢 に な つ て ，個人 の 実践意識 そ

の もの が 表面 か ら か くされ て し ま うこ と が考えられ る 。

　　こ うし て ， Edwards が多 くの 性格検査 に お け る 得 点

に SD 次 元上 で 論 ずべ き要 因 が 入 り こ ん で い る こ とを 指

摘 し ，そ の 要 因 を と り出 し て み よ うと した こ と は 意義深

い こ と と思 われ る 。 実践意識 の 決定 に お い て ，SD が 強

力な系 の 効果 と し て 作 用 す る こ と は ， こ の SD に 関す る

研 究 の 必 要性を 示唆す る もの で あ る。

　 さ て ，わ れ わ れ の 得 た結果と SD と の 直接 の 関連 を 考

え て み る と き，わ れ お れ が規範意識 と よ ん だ もの は ，つ

ま り SD な の だ と い うこ と tC気 づ く。 ど うい う親子 関係

が よ い 親子 関係 か と い う と ，それは 直 接 に は 家族法 に 関

心 の な い 人 で あ つ て も ， 教育 ・文化等 の 伝達機関を通 じ

て 知 られ て い る新し い 家族道徳規範 に 合 致 した 親子 関係

で ある。そ れ ゆえ，親子 関 係 に つ い て の 規範意識が，年

令 ・性 を 変え て も，心理 学者 の 規範意識 と 異 な ら な か つ

た と い 5事実 は ・Edwards ら の
一

連 の 研究結果 と一
致

す る もの で あ る 。 心 理 学者に よ る 規範意識 が よ り公 正 に

新 し い 家 族道徳規範を 示 し た もの で あ る と す れ ば ，こ う

し た 規範に 抗 して 親 子 関係 の あ るすが た を表 明 し よ うと

す る の は ．な か なか む つ か しい こ と で は な か ろ うか 。

　規範意識 と実践意識 の 関連に つ い て み る場 合，各年代

ご とに 30個 の 文章に つ い て ISV と RSV の 列位相関を求

め た と こ ろ ，Table　5 に 示 す よ うに ，い ず れ も高 い 相関

があ る 。 こ と に 32才 以 上 の 人達 は ．95以 上 の 相関があ リ

ユ6 ・ 17オ と 40代と で は 5 ％水準で 有意差が み ら れ る。ま

年令

Table
　5　年令別に み た規範意識 と

　　　　　　　　実践意識 の 列位相関

161719 ・2223 ・2728 −3132 −394 玳 50代

司 ・858 ．947 ．9・5 ．937 ．955 ．，、、 ．95，

　　Tab ｝e 　6 群別 ・親子別 に み た 規範意識 と

　　　　　　　実践意識 の 列位相 関

P t
． 胤

子

、959

親 子
一

．823 ．178

　た 男性群 の ISV ・RSV の 相関 と 女 性群 の ISV ．RSV

の 相 関 は ，それぞ れ ・937
．

．923 で あつ た 。

　　と こ ろ が 親 と子 に つ い て さきの L 群 ・M 群 の ISV 。
RSV の 列位相関を 求 め る と，　 T ・ bl・ 6 の よ 5に な り，

　
L 群 で は 親子 と も相関は 高 い が ，M 群 で は 親 子 間に 著 し

い 相違 が ある。M 群 の 子 ど もは ISV ・RSV 間 に 相関が

　あ る と は 認 め られ な い
。

　　
L ・M 群間 で は ．親は 5 ％水準．子 ど もVt　1 ％ 水準 を

は る か に 下 ま わ る危険率 で 有意差 が あ る。

　　こ の 結 果か ら ， 規範意識あ る い は SD が ど の 人 に 対 し

て も画一的に 実践意識 に 影響を 与 え る もの で な い こ と が

示 唆 さ れ る。 こ の M 群 の 子 ど もに お い て み られ る よ うに

実践意識に 規範意識 が 影響し ない 人 た ち もあ る こ と が わ

か る。

　 こ う して ． われ わ れ が 行な つ て きた 研 究 は，Edwards
が と りあげ た SD に 関す る m 究 と 関連づ け られ た e 年 令

とか 性 と い つ た 変数 は ，SD あ る い は われ わ れ の 規範 意
識 に は 支配的な影響を 与えな い が，こ れ に 対 し て 自分 の

実際 の 親子関係 を 記述す る際 に こ と に 年輩 の 人に お い て

強 く影響 され る ．

　⊥ 述 の よ うに ，あ る群 の 人 た ち に は SD が実践意識 に

影響 し ない け れ ど も 、 実践意識 を決定す る関係系 の 構 造

を さら に 明 ら か に し て い く必要が あ る 。 こ の 研究 を ま た

な くて は 家族道徳規範が ど の よ 5 に 個入 に 受 け 人 れ られ

て い る の か ，ま た 現実 の 親子関係 が ど の よ うな 状態 で あ

る か に 関 す る 知見 を得る の は 困難 で あ る 。 わ れわれが実

践意識 とよ ん だ もの が 現実 の 親 子 関係を ど の 程 度正 し く

報告 し て い る か ，SD に よ り ど の 程 度歪 め ら れ て い る か

こ の 点に 関し て は 方法論 的検討が さらに 進 め られ な くて

は な ら な い 。

　最後 に ，本研究 で は 年令 ・
性 ・親子 の ち がい だ けを と

りあげ た が，社会経済的基盤 の 異 な る 集団 に つ い て 同 様

の 調査を行な う必 要が あ る と 思 わ れ る 。

　こ こ で 選 ん だ 評価者 の 社会 ・経 済的 ・交化的背景 は ほ
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ぽ 一
定で あ つ た 。 し か し ，も し こ こ で の 評価者 の 結果封

建 思想の 根強 い 地域 か ら 選 ん だ 評価者 の 結果 と 比 較 し て

み た ら ど 5だ ろ うか 。わ が 邑 の 伝統的な 家族構造 の 複雑

さを考 え て み る と き，評価者選 出 の 地 域が 親子関係 の 規

範意識1こ 影響す る の で は な い か と 予 想 され る。 こ の こ と

に つ い て は お つ て 研 究結果 を報告す る 予定 で あ る。

rv　 要 約

　現代社 会 に お い て 親子関係 の 規範が ど の よ うに 人び と

に 受け 入 れ られ て い る1か ，ど の よ 5 な 親 子関係を
‘／
よ

い
”

と 評価 し て い る か ， 親子闘係 の 現状 を ど う評価し て

い る か に つ い て 調査す る 巨 的で ，今回 は都市に 住む人 を

対 …象‘こ ．一
連 の 調 査研究を行な つ た。

　結果 と し て は ，

　｛11 規範意識 は ，年令 ・性 を 変え て も，ま た 親で あ る

か 子 ど もで あ る か に か か わ らず，ほ と ん ど変化し な か つ

た。

　｛2i 実 践意識 は ，年令 ・性を変 え る と，あ る種 の 親子

関係 に お い て は変化 し た．よ い 親子関係 を 示す と い わ れ

て い る刺激文章群 で は 年令差，性差 ，親 と 子 の 差が み ら

れ た 。

　（3｝ 規範意識 と実践意識 と の 関達 は ，年令 ・性 ・
親 チ

に よ り異 な り，若 い 人，男性群 の 方 が 年輩 の 人 ，女性群

よ りも規範意識 と実践意識 と の ずれ が 大き い 。文章 の 型

別 に み る と．年輩の 入，女性群 で は ，両 意識 は ほ とん ど

一致 し て い る と さ え い え る 。

　｛4） 子 ど もの 規範意識 と 実践意識 の ず れ が 大 きい と

（あ る い は 小 さ い と ）， そ の 親 の 両 意識 の ず れ も大 きい

（小 さ い ）．

　年令 引 ・性 別 に よ り，親了
．
関係 の 規範意識 は 異 な る だ

ろ う と の 常識 的 予 想 を よ そ に ，ど の 年令層 も， 男 も女も

規範 的な親子関係 の 評価は きわ め て 類似 し て い た 。あ ら

か じ め 規範意識 と 実践意識 の ずれ の 大 きい 入 た ち を 選 ん

だ 群 を 除 ぎ，ど の 評価者群 に お い て も，両意識閭 の 列位

相関 は 非常に 高 く ， SD は よ か れ あ し か れ 実践意識 に 大

き
r
な 影響を 及 ぼ し て い る こ と が 示 さ れ た。若 い 世代 よ り

も年輩の 人 た ち の 方 が SD の 影響を受け や す い こ とが 示

され た＝

　こ うし て ，親 子 道 徳 規 範 が ど の よ うな 形 で 存在 し ，人

ぴ と に ど う意識 され る か ， ま た，そ れ ら は実践意識 に ど

の よ うに 影響す る か 明 ら か に す る た め に は ．こ の SD と

い う変数 を 統制す る こ と の 必要姓 が 示峻 され た 。

　付記 ： 本研究 は 昭和 36年 度 に 東京都 立大学 へ 提 出 さ れ

た 修 士 論文 の 一部 で あ り， 概要 は 日本教 育 心 理 学会 ag　4

回 総会 に お い て 報告 し た 。 研究に あ た り，山下 俊 郎 ，
』
和

田 陽 平 両 教 授 ，辻 正 三 助教授 に 懇切 な ご 指 導 を 賜 り ， 心

か ら 感謝す る もの で あ る 。 ま た 調 査 に あ た つ て は ，東京

都 立 大学 の 諸先生 は じ め ，心 理 学 関係 の 先生 が た ，科 学

警察研 究所 ・NHK の 方が た ， 保育学園 ・東京都 立 大学

学生 な ら び に ご 父 兄 の 方が た ，同 大 学 附 属 高校生徒 な ら

び に ご 臾 兄 各位 ，高輪 台 小学 校 ご 父 兄 各位 ， 南蔵院幼稚

園 勤務 の 方 が た お よ び 園 児 の ご 父 兄 各位 さ ら に 千 葉 大 学

学生 の 方 が た の 御 協力 を 得 た 。こ こ に 深 謝す る b

　ま た 本 論 文作成 に つ き，都 立 大 学 由 下 竣 郎教擾 ， 干 葉

大 学 助 手 野 口 薫氏 の 多大 の 御 教 示 を 得 た 。心 か ら 御 礼 申

し 上 げ る 。
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of  ebservation  is related  with  average  pattern of

perception. (9> The  patterns  of  perception  in the

control  group  make  clear  that  much  of  problem-

solvingb  ehavior  accelerates  pereeptive  differentiation

and  patterns of  perceptlon  dependent en  the  inter-

(1962)

 persona!  situatlon,  trct ]t is suggested  that  the  factor

  of  empathy  becomes effective  after  seme  experiences

  in grollp activity.  (11 The  patterns  of  perceptien

  seem  to be interpretable with  normative  perception

  and  self  behavior-norm.

IDEAL  AND  REAL  EVALUATIONS

   PARENT.CHILD  RELATIONSHIP

                     by

               Akiko  Ohishi

      Tok.vo Afetropalitan University

   Fourty-five psychologists were  asked  to sort  112

 item$  describing  various  relationships  between  pa-

 Tents  and  children,  following the  method  of  equal-

 appearing  intervals (9-point-scale on  
`better-worse'

 dimenslen). From  these  results  30 ltems weTe  se-

 lected te ferm a  stimulus  scale,  This scale  was  ad-

 ministered  te  urban  high  school  pupirs, their  pa-

 rents,  and  a  few others.  The  Ss were  instructed to

 express  the  degrce of  f,avQrabteness (i,e,, their

 ideal evaluation)  and  of  endersement  Ge,, their

 real  evaluation)  for each  item  }n ternis of  a  9-pojnt-

 scale.

   1. Ideal evaluations  (ISVs) did not  differ' with

 age  and  sex  of  the  Ss irrespective of  whether  they

 were  parents  or  ehi]dren.

,
 2. Real evaluations  (RSVs) differea with  age  andi

 sex  of  the Ss in certain  cases  of parent-child  rela-

 tionship:  remarkable  tiifferences were  found with

 age,  sex  and  parent-child  relationship  in a  set  of

IN

items  representmg  
`better'

 parent-ehild  relationship.

  3. Relatien  between ISVs and  RSVs  varied  wlth

age,  sex,  and  parent-child  relationship:  discrepancy

between ISVs  and  RSVs  was  largeT in yovnger  and

male  groups  than  in older  and  female groups;  in

the  Iatter, ISVs  and  RSVs  were  almost  consistent

with  each  other.

  4, When  a  chitd  had a  larger (or smaller)  dis-

crepancy  between ISVs  anti  RSVs,  his parent  also

had a  larger (or smaller)  one.

  5. Rank  correlations  between ISVs  and  RSVs
were  generally high in almost  all greups.

  To  interpret the  above  resutts  the  concept  of  
"so-

cial  desirability" "'as  applied  for: older  groups  were

much  more  influenced by  social  desirability than  the

youfiger. Thus  the  control  of  the  social  desirability

variable  was  feund to be neces$ary  fer establishing

the  rnethodology  of  studying  parent-chitd  relation-

ship･
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