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書 評

　村松常雄編著　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的関係があ ろ うか と 疑問が 生 じ た の で あ る。つ ま り木に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 竹を つ い だ どい う感 じ が し た の で あ る。次 に ．persona
−

　　 H　 本　人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1ity　in　culture

，　culture 　in　personality；　culture 　 and

　　　　 文化と パ ーソナ リテ ィ の 実証的 研究一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 personality ，あ るい は ，　 i比 較文化研究 」 と い
「

」 よ うな

　　　　　　　　　　　　 黎　　明　　書　　房　（1962 ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 項 目に つ い て こ そ 本書主 内 容に 対 す る前提 と し て 詳 論 し

　本書序文 に よ る と，編者 は 最初精抑病邏 学 の 問題を 社　　 なけれぽならない と 考え られ るが ，前 3 者が ま と め て 1

会 e文化的条件 を 考慮 に い れ て ・ そ の 意味で 新し い 1 独　　 ペ ージ 足らず， 「比 較文化研究 1に つ い て は 半ペ ージ に

自の 研究を は じ め る こ と を意図され ・ それを 端的に 「
．
精　　 充 た な い 記述 ， rn 本人の 人間 像 は 果 し て 外国学者が論

神病 理 学 と 文 化 的背景 」 な る 題 目 で 表わ され る 内 容 の も　　 じ て い る よ うなもの な の か ？」 の 題 目に 8 ペ ージ を 割い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
の で あ つ た と い う。 問題 の 所在 を 意識 され た の は ⊥933　　 て あ る ボ，題 日に妥当す る こ とば は そ の 間 2 行程ずつ ル

（昭和 8 ） に さか の ぼ る の で あ るか ら・強じ ん な問題意　　 一ス e ベ ネ デ ィ ク ト の 「菊 と刀 」 に つ い て 2 図 言 及 した

識 を 持 ち つ づ け て こ ら れた こ と が うか がわ れ ，／951 （昭　　 だ け で あ る。こ れ は 意外な こ と で ，稀 に 見 る共 同 研究 の

和 26）以 来10年 に わ た り・約 100名 の 研究者を 動員し て　　 よきみ の りを収め た報告書 と し て は そ の 点玉 に きず と惜

調 査研究が 継続 され，結果が大 冊 の 本書とな つ て ま と め　　 しむ 思 い で あ る。

られ た の は ，研究費助 成もさ る こ と な がら・第 1 に 編者　　　筆の 運 び で つ い は じ め に こ の よ うな叙述に な つ て し ま

に お け る こ の 根深 い 問題意識 の お か げ で あ ろ うと ・ ま ず　　 つ た が，しか し ， それ よ り先へ すすむ と調査実施 に慎重

序文を拝見は じ め るや 考 え た の で あ る。　　　　　　　　 さ が 目立 ち ，整 理 ・叙述 に 研究者間 の 協調 ぶ りが うか が

　 と こ ろ が本書の 研究は ・目本人 の 文化 と パ ーソ ナ リ テ 　　 わ れ ，ご と に 共 同 研究の あ り方 に 関 し 考 え させ ら れ る こ

イ の 実証的研究を 目指 し r そ の 結果の 報告で あ る 。は じ　　 とが多い ．調 査 方法 と 結果整理 と は 上記 3 者 の うち の

め の 編者 の 問題意識が上 に 記 した と お りで あつ た こ とを　　　
“
culture 　and 　personality

”
の 形 に し た が っ た と い う。

思 う と・問題意識に 飛 躍ぶ あ つ た こ と は あきらか で あ ろ　　 と い う意味は ，調 査研究は ，テ ス ト法 の 実施，客観 的 な

先 　r精神病理 学 と文化的背景」 と 「文化像 と パ ーソ ナ　　 歴史 ・社会 ・生 活 の 調査 ， 両結果 の 関連性 の 考察 の 3 つ

リ テ ィ と の 関係 」 と の それぞれの 題 目に 意昧 さ れ る問題 、　 に 分 け て 行な い ，本報告書 で そ の 結果 を そ れ ぞれ 第 3 章

・は 方向が ち が うか らで あ る・その 点 の 記 述 が な さ れ て い 　　 第 4 章 ， 第 5 章 に ま と め た とい うこ と で あ る。第 3 章，

ない の で ・せ つ か く表明 された当初 の 問題意 識 に つ い て　　 第 4 章 と もに 豊窟な資料を示 しは な は だ 興 1朱ぶ か い。次

の 記述 の 意義が うすれ る 印象 を 禁 じ えなか つ た 。 本研究　　 に
一，二 感 じ た こ と を 記 し て み よ うn

・
の 目標 は 「現在 の 日本人に み られ る 意識 や 行動 に お け る　　　 5 つ の 調査地 （名古屋 ，岡向 と名倉，新池，佐久島の

古き伝統 的・因襲的な もの
．一

か ら の 解放 の され 方 の 程　　　3 村落） 1・c おけ る 封建性 の 度合い を知る た め に 92の 質問

度 ， また 目常生活 に お け る諸行動，生 活態度 に お け る近 　　項 （14の ヵ テ ゴ リー）を 設 け，ス ヶ
一ル ・

テ ス トを 行 な

代 化・都市化へ の 変化 の 程 度」 を あきら か にする こ とで　　 つ た 結果，調 査 地 ご と に 総得点，カ テ ゴ リー
の 点 数 に 差

あ つ た 。し た が つ て ，こ の 研究 は ，報告主 内容を 見 て も．　　 が あつ た。そ の よ うな 差が出 て くる の は どの よ うな要因

わ か る よ うに ，精神病理 学 自体 と は 直接 の 蘭係 は な い と 　 に よ る もの か ， 1’t た し て聢 地域 ， た と えば 名古屋 に 住

い え よ う。 日本人の 病態分析1’c 対 し て こ の 研究が寄与す　　 む こ と が 「得点数 を 低 くさ せ る 要 因 に な つ て い る と い え

る で あ ろ うと 期待 が か け られ て い る （P ・101）の で ；右 の 　　 る の か ど うか，た と えな つ た と し て も， 他 の 要 困 に 較

潤 係が 志 向さ れ て い る と は い え る し・精神病理 学 で し ば　　 ぺ て そ の 重要「生は ど うで あろ うか……
」 と問題を 立 て，

し ば 用 い られ る テ x ト法 に依存 し て は い る け れ ど も。 そ　　 そ し て 右要因 と し て 地 域，性，学歴，年令，社会階級 の

．れ で ・上 記序文 の 記述 を 瓜 い か え す ときと ま ど う感 じが　　 5 つ を あ げて い る 。 特定地 域 に 住む こ と 自体 と 他 の 4 要 ，
し た 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 因 とが得 点数に 及 ぼす作用 度の 差い か ん と い うこ の 問題

　 と ま ど う と い うと本論に は い つ て 早 々 に もこ の 種 の 感　　 の 設定 は 妥当で あ ろ うか 。 「地 域」 は 4 要 因に 並 列 さ れ
1
じ の す る個 所 に 出会 つ た。まず 「第 1 章　REuaの 提 起 と 　 　 る 要 因 と考 え る こ と に つ い て 問 題 は な い で あ ろ うか 。む

基本的諸 問 題 の 考 え方 」 に お い て で あ る。こ の 研究 の 目　　 し ろ ，得点 ヒの 地 域差が い か よ うな諸条件の 結合 作用 に

標 を 念頭 に お い て 通読す る と き
『
， そ こ に 詳 細 に の べ ら れ　　 よ つ て あ ら わ れた の か と い う問題を こ そ 立 て な け れ ば な

て い る こ と が らが こ の 研究 の 結果内容 と ど れ ほ ど の 必然　　　らな い と 考え られ る が ， ど 5で あ ろ う。 地 域 は 作用要因
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と い うよ りは 問われ るべ ぎ対象 で あろ うと思 う。 こ の 問

題を 追求 し て こ そ地域別総得点数 の 意味す る 内容が 理解

さ れ ， し た が つ て 地 域別住民の 特殊 の 共 通傾向が あ き ら

か にな る で あ ろ う、そ うし て は じ め て 歴典 ・社会の 調査

の 結果報告 の あ と 「わ れ わ れは
・∴ ・・

名古屋，岡山，佐久

島，名倉 お よ び新池 を と りあ げ，そ の 生 成 ・発展の 歴 史

と現状 とを概説 し て きた 。 そ こ で あ き
『
らか に さ れた よ う

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 e　　e　　o　　ロ　　 t　　 t　　 コ　　 n　　■　　 り　　 　
に ，そ れ ぞ れ の 地 域社会 は ，それ自体

一
つ の 統 合 体 と

り　　り　　　　　　e　　 e　　 a　　　　　e　　 コ　　e　　■　　　　　e 　　る　　ロ　　 リ　　 di　　り　　 o’
し て ，独 自の 性格を もつ もの の 如 くで あ る 」 （36ユペ ージ

傍点筆者）と あ る ご と に対応 し て ， 各地域 の 住民
一

般 に

お け る 独 自の one 　whole と し て の 諸傾 向 があ きらか に

され る と思 うの で あ る。じ つ は 「交化と パ ーソ ナ リ テ ィ」

研究に お け るパ ーソ ナ リ テ ィ の 把え方 と い うの は こ れ で

あ ろ う。 関連 し て 看逼され て ならない こ と は ，調査地 ご

と に カ テ ゴ リ冖の 得点数 に 差が あ つ た と い う上 記 の 場 合

に 2 つ の 型が見られだ （それぞれ啓蒙化 に よ る ヴ ァ リュ

・t と慣習 に 直結 し た ヴ ァ リ ュ
ーに 応 じて ） が ， こ の 研究

で よ り重視 され ね ば な ら な い の は 慣 習 に 結合 し た 型 で あ ．

ろ 」と思 う。こ の 場 合啓蒙化 に よ りもた ら された 価値判

断は ， 前者 に 比 し パ ーソ ナ リ テ ィの 内部へ の 根差 し が浅

い と考 え られ る か らで あ る 。 慣習は 特定地 域 に 根を お ろ

し ， 啓蒙化 は 地 域 を 越えて 個人 と し て 生 じ うるか ら と も

い え る。啓蒙化を規準に とつ て は 独自の 歴臾を もつ 地域

住民 の 個性 は 把えられない と考えられ る の で あ る。さて

ロ ール シ ャ ・7 ハ。テ ス ト の と こ ろ で は 地 域 に 代つ て 「都

鄙」 な る要因も使 われ て い る 。
こ れ に な る と少 し 概念が

ち がい ，それ と し て ど りあげ て よい 要閃で あ ろ うが，し

か し性別 ，年令な ど の よ うに
一
義 的 に 明 瞭 性を もつ た も

の とは い え ま い
。 と もか くも要因を あ げ て カ テ ゴ リー得

点 に 対 す る これ ら要 因 の 影響度を は か る こ とに用 意周 到

な 努 力 が 払 わ れ て い る。そ し て そ の 結果 に もとつ い て 地

域別住 民 の 傾向が ま と め られて い る （244〜245ぺ ・t ジ ）

先 に地域を 作用 要 因に あ げ て あ る こ とに 疑問を表明 し た

の で あ るが，右 の よ うな 整理 の し か た に な つ て い る の

で ，実際は地 域 は 間わ れ る対象 に なつ て い た の で あ る 。

し て み る と ，上 記 した よ うに 地 域 を 作 用 要 因 と し て あ げ

た こ と は叙述 上 の 一
貫性 を 損 な う結果に な つ た よ うで あ

る。テ ス ト結果の 整理 に お い て は右 の よ うで あ る が ， 第

4 章 皿 の 生活実態調査結果の 総括 （433ペ ージ）の と こ ろ

で 性 別，年令 別，学 歴 別，枇 会 階級 別，地 域 別 に よ る 比

較を 試 み て い る，しか し こ こ で は前 4 者 の 記述 に もと つ

い て 地域性格をあきらか に す る と い うの で は ない し，ま

た社会階徹別 ， 地域別比較 は 十分意味があ る と し て もそ

れ以外の もの に よ る比 較記述 を 試 み る十分な理 由が不明

で あ る。実際数行の 記述 に すぎない 。こ こで も，同章 1

で 各調査地 の 杜会
。文化的独 自性を 示す こ と に焦点を と

つ た い き方 に 準 じた 方がすつ きりした で あろ うと 思 わ れ

る 。

　さて ， 第 5章 で は 先行 2 章 に ま と め ら れた 結果の 関連

に つ い て 考察す る 。 そ れは第 3 章の住民傾向が なぜ 形成

さ れた か に つ い て 第4 章の 内容 を 手が か りに し て 考 え る

と い うこ と で あ ろ う。
し た が つ て それ は は な は だ興 味を

ひ か れ る報告 ， 重要な考察内容 と な る は ず の もの で あ

る。しか も ， 先に の べ た こ とか らい える よ うに ，
460〜

465 ペ ージ の 「地 域別集団に み られ た諸 特 性 の 違 い に つ

い て 」 の 部分 が 重要 な位置 を 占め るもの で あ ろ う。 そ し

て こ こ の 部分 こ そ本報告 に お い て 扇 の か な め に あ た る と

こ ろ と い い た い 。し か し な が ら，こ の 部分作成 へ の 精力

集中は，右の よ うな こ の 部分 の 位置 に ふ さわ し い 程度の

もの で は な か つ た よ うに 思われ る 。 長期，多数者の協力

に よ つ て ぼ う大な 資料が 得られた うえ で の 右題 目に 関す

る 考察 と し て は 簡に 過 ぎて い る。簡略で は あ る が，豊富

な 資料 に も と つ い た もの で あ るか ら 千鈞の 重 み がある と

は 感ず る が，し か し ， こ の 程度で は こ と に第 4 章が 資料

と し て 十分生か されな か つ た こ と に な る。

　 こ の よ うに 考え る の は ，
「文化 とパ ーソ ナ リ テ ィ」 研

究 に 関 す る わ た し の 考え方 に も とつ い て お り ， 編者そ の

他の 関係者の 方 々 が 文化 と パ 冖ン ナ リ テ ィ の お の お の に

つ い て の 個別研究 の あ と附随的 に両 者 の 関連を 考える こ

と に す る と い う方針 で あ つ た と す る な ら，その か ぎ りで

は 上 に の べ た わ た し の こ と ばは 当 らなか つ た こ と に な ろ 　　．

う。 が，しか し，こ の 部分 の 位首 づ けを 上記 した よ うに

考 え る の がや は り適 当な の で は なか ろ うか 。

　最後 に
一言 した い の は，日次 の つ け方 に 実に 添わない

点 が あ る と志 つ た こ とを 先 に記 し た ので あ るが，本書の

表題に つ い て も同 じ こ と を 感ず る 。 内容 に 即 し て い えば

「日本 の 都市 ・村 落 に お け る 近 代化 の 調 査研究 」 と い う

こ とに な ろ うと 懸 う。

　感 じた こ と を 卒直に の ぺ て きた が ， 読 み 誤 ま りが あつ

た こ とを お そ れ る 。 研究意欲 に も え こ れほ ど の 成果を 得

られた こ と に 満腔 の 敬意 を 表 し，あ わ せ て 今後 の ご発展

を お い の りし た い 。

　　　　　　　　　　　　　 （束京大　築島謙三 ）
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