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　こ こ で い う依存性 とは 「道具的な価値で は な く， 精神

的な助力 を求め る 要求 で あ
’
る 」 と定義 され る 依存要求を

充 足する た め に ひ きお こ され る 依 存行 動 の パ タン で あ

る。そ し て ，こ の よ うな依存性， すなわち依存行動 の パ

タ ン は ，（a）依存行動 の 様式 （依存 の 様式 く mode ＞）と

そ の ドミナ ン ス 7   依存要求が生 じ た際 に依存行動 が

向け られ る 対象 （依存 の 対象 〈 object ＞ ） の 分化 と その

数 ・種類， （c）各 対象 に 対 して む け られ る 依存行動 を ひ

きお こ す依存要求 の 強度 （依存要求の 強度）の 3 つ に よ

っ て 記述 し うる と考える。

　（a）依存 の 様式 と し て は ， 依存 の 対象と接近 して い て
，

身体的な しか た，ある い は助力や関心
・
承認 な どの か た

ちで ，依存要求 に対す る フ ィ
ード ・バ ッ クが 常 に 身体的

・直接的 に 与 え られ る とい う様式か ら，時空的な接近 を

必 要とせ ず間接的あ る い は象徴的な フ ィ
ード・バ ッ クが

．与 え られ た り，あ る い は そうされ る で あろ うこ と へ の 予

期や確信 に よ っ て 要求 を充足 させ る 様式まで を も含み，

各依存の 対象 に よ りそ の ド ミナ ン ス が異な っ て くる 。 

依存 の 対象 と し て は家族 ・友入 ・先輩などの 身近 な もの

ば か りで な く，尊敬す る 人，偉人 ， 本 で 接す る 入，神な

ど ， 身近 で な い も の や ，人 間 の 象徴 を も含 む。ま た，前

述 の 依存の 様式 に よ っ て は，対象 と して の 母親が象徴的

な母親像の 形に な っ て い る こ と もあ り， 身近 な 対象で も

象徴的に 機能す る 場合もあ る 。 （c）依存要 求 の 強度 は ，

依存 の 対象と要求の 強度とに よ り相 互 関連的 に決定され

で くる もの で ，ある一定量の （その ほ とん どが幼児期に

決定 され る と考 え られ て い る の で あ る が ）
一

般的 な依存

・
要求 が 各対象に 分配 され て い る とい うよ りは ， 各対象の

性質 ・条件 ・ある い は あ る 個人 の 持 つ 対象の 種類 に よ

り， 幼児期以後 に も変化 し ， 増大す る こ とす ら ある と考
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え る方が妥当 と思 わ れ る。

　本研究は こ の ような意味 で の 依存性 の 発達的変容を自

立 の 増大 ・獲得とい う点か ら解明 し よ うとする もの で あ

る 。そ の 揚 合，依存か ら 自立 へ の 変化を従来の よ うに 前者

の 単な る否定
一

依存要求 の 低下 ， な い しは依存要求が

生じて も依存行動を抑制す る 逆方向への カ（す な わ ち ，依

存 の 不 安）が 働 くこ と一 とみ る の で は なく，現象的 に は

依存の 対概念 と して 自立 を 重視 し な がらも，健康 な成人

に お い て も依存要求が あ り，それ が内示 的に （implicit）

充足 され る こ とが 自立 の た め に は 必要な の だとい う連続

性を仮 定 し ， い わ ば潜在的 メ カ ニ ズ ム とも よ ぶ べ きもの

を問題 に し て い こ うとす る （高橋，1967）。 　こ の 見地 か

らすれ ば，自立 と は 依存性 の ひ とつ の 状態と して 次 の よ

うに定義 づ けられ る。 「依存要求 の 即時約 な充 足 に対 し

て ，文脈 に 応 じ た統
一的 な 自己 の 立場 か ら の 決定 を くだ

す こ とを優先させ る こ とが で きる状態で ある。」 そ して，

こ の ような自立 は次の よ うな相互 関連的 な 3 つ の 方向 に

お い て 生ず る依存性 の 発達 に よ り可能 で あ ろ う。

　 1） 依存の 対象が分化 し
，数 が 増加 し範囲が拡大す る。

　 2） 依存の 様式 が身体的 ・直接的なもの で は な く，間

接的
・象徴的な もの へ と変化す る。

　 3） 依存要求の 充足 の 仕方 が 直接的か ら間接的，あ る

い は 現実的か ら象徴的 に なる
。

　 本研究 で は，こ の 依存か ら自立への 発達 に お け る潜在

的 メ カ ＝ ズ ム と し て の 依存性 の 発達的変容 を，依存構造

とい うモ デル を用 い て実証的．に解明 し よ うとし て い る。

　 依存構造と は，そ の 意味 に おい て 相 互 関連的な 依存 の

対象 の 集合 で あ っ て， （1）ある 個人 （大学生女子 ）が限

られ て い る とは い えい く人 もの 依存 の 対象 を持 っ こ とが

で きる， 〔2｝そ の 対象 の な か で も特 に あ る 入 の 存在を支

え る中核的 な対象 （焦点 ＜ focus＞ ） が い る ，（3｝焦点以

外 の 対象は焦点と相補的 に 分化 し た 役割を特 つ ，な どの

予 備的調 査 （江 口 ，1964） で 発見 され た事実を説明す る

た め の モ デル と し て 出 され た も の で あ る 。

　 本研究で は ， こ の 問題 を ， 依存性 が い ち お う発 達 の 最

一　7

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

8 教 育 心 理 学 研 究 第16巻 第 1 号

終段階 に達 し て い る と予想され る青年女子 に っ い て 類型

的 に と らえ よ う と し，次の 4 点 を仮説と し て た て た
。

　1）　各個人 に お い て依存構造 に は 比 較的依存行動 の む

け られ る こ との 多い 特定の 対象が認 め られ る で あ ろ う。

　2）　こ の 特定 の 対象 は，そ の 個人 の 精神的 な支えにお

い て 中核的 な役割 りをは た す焦点 とみ な し て よい で あ ろ

う。

　3） 依 存構造 の 巾の あ る 対象へ の 依存の 様式 お よび依

存要 求 の 強度は ， そ の 構造 に属す る他 の 対 象 へ の 依存の

様式 ， 依存要求 の 強度 に よ っ て異 な る で あろ う。

　4） 依存構造の 焦点 の い か ん が，他の 対象 へ の 依存 の

様式，依存要求 の 強度 を異 な ら し め る で あ ろ う，
し た が

っ て ， 焦点 に．k っ て 類型化をす る と，型 ご とに 対入 的な

依存行動の 差異が認 め られ る で あろ う。

方 法

1． 依存性 の と らえ方

　前述の よ うに依存性 を （a）依存 の 様式 とそ の ド ミナ ン

ス ，（b｝依存の 対象 の 分化 とそ の 数
・
種類 ，（c）依 存要 求

の 強度 ，
の 3 要因に よ りと らえ る。

’
さきに 紹介 し た よ う

に（江 口，／966）， 依存性 の 操作的定義に つ い て は従来 の

研 究者 は ほ ぼ一
致 し た 見解 に達 し て い る。本研究 で は そ

れ らを も参考 に し て 次 の よ うな 5 つ の 様式を定 め た。

　様式   　と もに在 る こ と を求 め る

　様式   　注意をむ け て もらうこ と を求 め る

　様式  　助力 を求 め る

　様式  　保証 を求 め る

様 式  　心 の 支えを求め る

　 こ の 5 つ の 中 で ，様式   ，  ，  は   や  に比 べ 身体

的 。受動的 で 幼い 様式 で あ る とい え る。

2．　 質問票 の 作成

　質問票 は い く人 か の 対象に対す る依存要求 の 強度と依

存 の 様式 を と らえ る 調 査 工，各対象 の 性格 ・特徴 を記述

させ る 調査 1 ，お よ び 家族 構 成，父母 との 親密度な ど を

闊 う付加的調査 か ら成る 。

　調査 1 ： こ れ は さきゐ2 回 の 調 査（江 口 ， 1963，1964）

で 用 い た もの を修正 し た も の で ，5 っ の 様式 に分類 され

る具体的な依存要求 を あらわ す24項目か ら成 る。な お ，

各項 目が そ の 様式 を正 し く表現 して い るか を 明確 に す る

た め に，2噸 目を 5 っ の 様式 に分類す る作業を，パ ー
ソ

ナ リテ ィ に つ い て の 研究 を専門 とす る 心 理 学者3 名に 依

頼 した。そ して筆者をも含 め て 4名 の うち 2 名以上が
一

致 し て い る様式 をそ の 項目の 様式 と した＊。 そ して，こ

＊　 4 名が
一

致 し た 項 目 9，3 名 が
一

致 し た 項 目 13，2

　名の み
一致 し た 項 目 2 で あ る。

の 24項目に つ い て予備的調査 （江 口 ，1964）．で 対象 と し

て 出 され る こ と の 多か っ た，母親，父親，も っ と も親 し

い きょ うだ い の ひ と り，も っ と も親 し い 友人，ご く普通

の 友 人 の ひ とり， 異性 で
一

番妊きな 人 ， も っ と も尊敬し

て い る先生 の ひ と b ，もっ と も尊敬 し て い る 入，の 計8

人 に 対し て ， 気持 ち が （そ うで あ る 〜 ちが う） の 5 毅 階

の い ずれ に あて は ま る か を，それぞ れ 独立 に，都合 8回

評定させ た。そ して ，こ の 得点 に よ っ て 依存得点 を 出 し

た 。 得 点 の 与 え 方は （そ うで 幽る〜ち が う） の 5 段階に

順 に 4，3，2，1，0 と与 え ， 1 名 の 対象 に っ い て の 依存

得点 は 24項 口の 合計が あ ら わす とい うもの で あ る。

　調査 II ： こ れ は，各掴人 に お ける依存の 対象 の 位置づ

けを み よ うとす る もの で あ る
。 文章完成法形式で ，  そ

の 個 人 の 存在を支える とい う意味 で の 機能を果た して い
，

る もの が何で あ る か を自出に書 かせ る とい うもの （例
一

私 の 心 の よ りどこ ろ は，　　
…

， 私 の 心 が も っ と もた よ

りに し て い る の は一 …，私 の 生きが い は
一 …，な ど）

5 項 口，お よび，逆 に，  予想 され る依存 の 対象 の 精神

生 活 にお け る意味や価値を書 か せ る もの （例
一

父 は私 に

と っ て は一一…，丹 は 私に と っ て は一 …，恋人 は私 に

と っ て は
一 …

， な ど）13項目か ら な る 。

　 付加 的調 査 ： こ の うち の 父母 との 親密度 の 測定は次 の

よ うな もの で あ る。これ は，予 備的調 査 （江 口，1964）

で 父，母 の 精神生 活 に お け る価値 の 規定 の 記述 に あ らわ

れ た表現を手がか ！に作成 し た 7 項 目か ら成 る もの で，

親 へ の 親 し さの 程度 を，肯定的 な もの か ら否定的なもの

へ 7 段階で 父，母 別 個 に 評定 させ た （例
一

大好 きで あ る

〜気 が あ わ な い ，愛すべ き人 だと思 う〜た だ の 月給運隷

入 だ と思 う）。そ し て，肯定的〜否定的の 7段階 に ＋3

〜− 3 の 得点 を与 え ， 7 項 目の 合計点を もっ て ，父 ま た

は 母 へ の 親密度点 と した。

3，　調査の 対象 と実施

　 対象は 私立 T 大学文学部 の 1年お よび 3 年の 男女で あ

る が ， こ こ で は女子 168名の 資料に っ い て 報告す る
。 実

施 には 50・vlOO分 を要 し，1964年10月 に行 な っ た 。

4． 結果 の 整理 ．

　 まず，依存構造 の 類型化は ， 問題 で 述べ た よ うに焦点

が何か をそ の 基準 とす る。

　 焦点 の 基準 と し て は原則 的 に は調 査 1 で 測定 され る依

存得点が第 1位の もの をそ れ とす る。た だ し，第 1 位 と

第 2位 の 差 が あま りに も小 さい と きに は，複数 焦 点

　（multi −focus）と考え る方が妥当か もしれ ない 。こ こ で

は恣意的 に次 の よ うな基 準 を定 め た。

　 ま ず，本標本に お け る第 1位 と第 2位 の 得点 の 差の 分

’
布をみ る と，1 点以上差が あ る もの 33．1％ ，

9〜4 点の

．− 8
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差 の あ る もの 31．4％ ，
3〜0 点の 差の あ る もの 35．5％ と

な っ た。そ こ で ，得点の 差が 10以上 を 「差あ り」， 3以

下 を 「差なし 」 と し ， 他の対象に くらべ 依存得点が 高 く

「差あ D」 と判定 され る対象 （こ れ が 2 人 以上 の と きに

は，そ の 間 は 「差 な し 」 で な けれ ばな らな い ）を「焦点」

とみな す。ま た ， こ の よ うに た がい に隣接し た依存得点

の 差 で は 上記 の 基準 に合致 し な い 揚合 に は ，真に 「焦点」

とみ な され る 対 象が あ るか否 か を調 べ る た め に，　
“
ゆ る

め た基準
”

を定め た
。 すな わ ち ， こ の 揚合 に は，隣接し

た もの の 得点差で は なく， 第 1 位と第 3位，第 1位と第

4 位，第1 位と第 5 位 の 各差 を と り，前述 の 基準をあ て

は め る こ とに した。

　 な お，こ れ らの 基準 に よ っ て同 じ く 「焦点 」 とみ なさ

れ る対象 で も， 「焦点 」 に む け られ る 依存要求 の 強度 に

よ っ て 他の 対象 へ の 球存行動 も異な る と い う質的差異 が

予想 され る。そ こ で 次の 基準 に よ っ て 「焦点 」 の 得点が

高 い もの （上位群），低 い もの （ド位群）の 2 群 に分け る。

すな わ ち，被調査対象大学生女子 工年 105名， 3 年 63名
の 第 1位 の 対象 （「焦点」） の 得点 の 分布は最大可能得点

96，最 小 可能得点 0 の うち，1 年で は 96〜55に ， 3年 で は

96〜45の 間 に あ る。し た が っ て これ らの 標木 は全体的 に

く そ うで あ る 〉 の 側 ， つ ま り，依存要求 の 強度 の 強 い 方、

に偏 っ て い る 。 そ こ で ， 1
．
焦点 」 の 得点がく そ うで あ る

〜ち がう〉 の 5 段階 の うち， 高 い 方 か ら 2 っ め の く どち

らか とい えば そ うで あ る 〉 よ りも高 い もの と低 い もの の

2 群，得点で い え ば72点 （3点 × 24（項目）） を境 に ， 上

位群， 下位群に分割す る。なお ， 本標本にお け る両者 の

割合い は 118 ： 50　と な っ た。

　次に ，依存構造内の 対象 の 役割 り分化 の 様相 をみ る た

め の 調査 H の 結果 の 整理 は 以下 の よ うに行な っ た。ま ず

H −
＠ の 精神生活 に お い て 機能 を果 た し て い る も の の 記

述 で は，（1）人 間，（2）入 間以外，〔3泊 己 の 3 つ の 範ち ゅ う

に分け，さ らに に）人 間 に つ い て は，母親，父親 ， 家族 ，

き ょ うだ い ，愛情の 対象（love　object ），友人，そ の 他 ，

の 7 つ に，ま た，（2）人聞以外 に つ い て ，生 き方，神 ， 格

言 ， そ の 他 ， の 4 っ に分け ， 5 項 目 に つ い て そ れ が

用 い られ る 頻度をみ，依存の 各対象 が精神的支え とし て
　　　　　　 ’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t

ど の 程度中 核 的 な も の とな っ て い る か をみ た 。 そ し て ，

H 一  の 各対象に つ い て の 記述 で は ， （1脂定的情緒的規

定 （情緒的に肯定 し て い る もσ）
一．
例 母 は私 に と っ て は

生きがい で あ り，母 を思 い だ す だ け で も心 の 安 ま る 思 い

が す る ），（2冲 性的規定 （道鄭 」
・手段的な価値 の み を

重視 し て い る もの
一

例　父 は わ た しに と っ て は金銭的な

支 え で あ る ）， 〔3｝拒否的規定 （そ の 対象 の 存在の 必 要性

が否定さ航 て い る も の 一
例　億 は わた し に と っ て は もの

た りな い 人 だ。自分は 母 の よ うな 生 き か た は し た くな

い ）， （4）同情的規定 （自分 に とっ て の 相手 の 積極的な 価

値は認め な い が，相手 の 自分 へ の 愛悋は うけ とめ て い る

もの
一

例　父 は わ た し に と っ て は た よ りが い は な い が ，

自分 の こ とをだれ よ り も愛 し て くれ て い る）の 4 つ の 範

ち ゅ うに分類 し，依存の 対象 へ の 心 理 的距離 を見 た。

結 果

1． 依存構造 の 類型 の 分布

　E 述 の よ うに 操作的 に定め た依存構造の 型 の 基準 を手

が か りに 類型化 し ， 次 の 3 群に分けた。

　1） 単一の 対象の 依存得点が他とか けは なれ て 高い 単

数焦点型 （F 型）

　こ の 型 に お い て は こ の 単
一

の 対象 が 依存構造 の 中核 と

な っ て い る 真 の 焦点 で あ ろ うと予想 され る
。　（こ の 点に

つ い て は 2．で検討す る） こ の 単一
の 1

．’
焦点 二が 認 め ら

れ る型 で は，こ の 対象がほ とん どす べ て の 様式 に お い て

もっ と も得点 が高 い の が特徴 で あ る。こ の F 型 に 属す る

もの は 最高点 を とる単一
の 対象 が 何 で あ るか に よ っ て ，

さらに，母親型，愛情 の 対 象 型 ， 親友型 ， 尊敬する 人

型，父 親 型，先生 型 ，き よ うだ い 型 ，
の 7 つ に分 かれ る。

上位群，下位群に お ける分布 は Table 　2 の とお Dで あ

る。

　2）　2人以上 の 対象の 依存得点が 他 とか け は なれ て 高

い 複数焦点型

　こ の 型 の なか に は ， 第 1 の 基準 に よ り 複数 焦点型 と

判定 され る もの （MF 型） と ， 第1 の 基準で は ど こ ま で

が 焦点 か を定 め難 く、，
“

ゆ る め た基準
”

に よ っ て準
一
複数

焦点型 と判定され る もの （quasi
−MF 型） とが あ る。

Table　1　依存構造の 類型化 の 得点上 の 基準

類

F 　群 　 F 　　型

基 準

O ユ
ー−02 ＝41≧ 10

12F 型
1
　d1≦3　 and 　 O ，

＿O 、
。td

，≧10

MF 群　 3　 F 　型

14
＋ F 型

準 2F 型

準MF 群1 準 3F 型
　

1 準4＋ F 型
1

　 　 　 　

DF 醐 DF 型

d1 ≦ 3，　di≦ 3　 and

O ：モ
ー・04 ； d，≧10

d1 ≡≦3，

・d ，≦3，　d3≦ 3　 and

O4 − 05＝d ，≧ 10

3く d ，＜10　and 　O1 − 03 ≧ 10　
’

3＜dtく 10
，　3くd’a ＜ 10　and

O1 − 04≧ 10
3＜d1く10

，
3〈d2く10，3くd3く10

and 　Oi− 05≧ 10

上記 の 基準 にす べ て は ずれ る もの

（注 ） Oi は 第 1 位 の 対象 の 得 点，
02 は 第 2 位 の 対象

　　の 得 点を 示 す 。以 下同 様に 各対 象 の 得 点 を 示 す。

9
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Table 　2　依存構造 の 類型と実数

焦 　 点 ［　　　 F 　　　　 群
　 　 　 圃．」尸」． 尸一ヒ「广广

MF 群 　 1 準 MF 群 DF 群 計
．一L尸．一一

類型
　 　 旨

母　愛情 の

親　1
型 対象型

　 　 亅…

親
友
型

尊敬す　父　き よ う
　 　 親　…

る 入型　型　1だ い 型
　 　 　 　 「

先
生
型

2F

型　 1

　 1　　 1　　 ［

3F4 ＋ Fl 準2F
　 　 　 I

型 1型　 型

準3F

型

準4＋ F

型　、

　 、一．「
DF

I
型

上 1　 　 　 11　 26

無≡計

36111 　 　 7 　 ．7　 　 5　　　　1

49 19

4

十
詈
R

下

位
群

2 ・

．

・ 1 6 工 8

8 15

・gi ・・ 183
47 3 　 118

・ 「・25

25

22

［5・

Table 　3 精神 的な支え の 機能をは たす も の の 頻度

類 　 型 ・ 母 親 型 　 π ＝111 鶸 醐 鯉 n ・・26 ！

対 象

親 友 型 　 n 　 ＝3

項 　目

し

の

ら
の

よ

り
ど
こ

思
い

出
す
の

は

い

と

き
に

ま

ず
わ
た

冗

に

な

る

も

の

は

い

と

き
わ

た

し

の

心

し

て

い

る

の

は

し

が

も
っ

と

も
た

よ

し
の

生
き
が
い

は

毒

の

応
の

ぽ

ゆ
ど
に

iわ ろ
1
わ わ り っ の っ し

…
わ ろ1

た ば た た に
　　　　　　ら苳iらが1た は

ろ

は

わ

た

し

の

b
の

よ

り
ど
こ

し

が

思
い

出
す
の

は

」

っ

ら
い

と

き

に

ま

ず
わ

た

の

支
え

に

な

る

も
の

は

つ

ら
い

と

き
わ

た

し

の

心

…

り

に

し

て

い

る

の

は

冖

わ

た

し

が

も
っ

と

も
た

よ

わ

た

し

の

生
き

が
い

は

尊敬す る人型 71＝6

人

間

母 測 ・

父 親

家 族

き ょ うだい

愛情 の 対象

2

・1765216i ・

2　 13

　 2

4

3

5

6

ろ

は

わ

た

し

の

ら
の

よ

り
ど
こ

が

思
い

出

す
の

は

っ

ら
い

と

き
ま

ず
わ

た

し

の

支
え

に

な

る

も
の

は

つ

ら．
い

と

き
わ

た

し

の

心

り

に

し

て

い

る

の

は

わ

た

し

が

も
っ

と

も
た
よ

わ

た

し

の

生
き

が
い

は

・ 1・

7i ・ 2

1

が

思
い

出

す
の

は

っ

ら
い

と

き

ま

ず
わ
た
し

の

支
え

に

な

る

も
の

は

つ

ら
い

と

き

わ

た

し

の

心

り

に

し

て

い

る

の

は

わ

た

し

が

も
っ

と

も
た
よ

わ

た

し

の

生
き

が
い

は

日 ・ 53

1・ ・

4

友 入

そ の 他

　　 生 き 方
人

間 　 　 神

以

外 i格 　 言

21

2　 5

1

7

1

11 ・142i

・1・ 2

1

浸 の 他 l
I　　　 　　　　　 i

自 己 ・ 4

1

1

1 1

7

1

−b21

幽

1

・1・ 11
・1 ［・21 　 　 1

・ 　 ［・ 1・

7卩143
8

・ ・ 21

21 ・ 11
　 1　 　 　

．

111

　 　 1　 　2

2
1

11

1

　MF 型 は得点 か ら い えば複数の 焦点を持 っ と予想され

る もの で，こ の 型 に お い て は複数の 焦点と考え られ る 対

象が補い あっ て，ほ とん どす べ て の 様式 の 最高得点を占

め て い る ． こ の MF 型 に属す る もの に は ， 2 人 が他 に く

らべ て 高 い もの （2F 型）， 3人 が高 い もの （3F 型．），4

人以上 が 高 い もの （4
＋ F 型）が ある。大学生女子 に お け

る MF 型 の 分布は Table　2 の と お りで あ る
。

　また，quasi
−MF 型は ，　MF 型 に 類似 し た特徴を示 し

そ の 分布 は 同 じ く Tab！e　2 の とお りで ある。

　3）　
“
ゆ る め た基準

”
に よ っ て も どこ ま で が 焦点 か を

定め 難 い もの （DF 型）　 ・

　DF 型 は Table ・2 に見 る よ うに ， 上 位群 118 名中 3

名 ， 下位群50名中 2 名 とな っ て い る 。

　な お ， 上 記 3群 の 操作的 な分類 の 基準 は Table　1 に

示 す とお りで あ る。

　2． 各類型 に お ける依存行動

　次に各類型 に お け る依存行動の 特徴を，人数の 関係上

上位群 に お い て み る こ とに し よ う。　　　　
’
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Tab ］e　4 対象 の 様式別 の 得点

類 型
1　 億 親 型 n ；i：11

纛酬   ・  ！・    

愛惰の 櫞 型 n ・ ・26 　 親 友 型 、、 ＝ 31 尊敬す る 入 型 n ・6

1・ ・        詞可可司祠馴 司 δ
母 親 ・… 1・6… 85・69 ・ 265 ・7・167・・316… 1… 183・・1，　s6・・

．
… 1・… 8・ ・1・劉旦生唾・

父 親 62・・1… 41175 ・・ 6・・255 ・・ li6… t・7・・1・7・・
き ・ う・ ・

．
li　65・・1… 559 ・d ・2・753 ・。 II

　62・・｛・6・・1… 9163

．051 ．7
．
58．334 ．7

1  
4747

・・1．S… 67・・ks．，

親 友 1・… 1… 4 ・… 1・8・349 ・・

友 入 1・・．34 ・．645 ．・

鶸 ・ 瑚 65・61 ・4・・ ．
・7・・

先 　生 142・21 ・…

．
62・・

49・8168・・

・4・・1・… 1… 　・［42・・

59．219L2
　 　 134

．2　　44．0

・… 188・・

　　58・・1・・… 9・71
、
・8・7

143
・
ρ

149

・4 睡
53．・187，・

・88．31醐 万i匝互 66．・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　… 列58・・

轍 す・ 人 1・… li　52・・1　ss・・

剛 56・・ 岡 6… 1… 1・7・・1… 752 …24 。・・

・8・・i・… 155・・168・・1… 　
51

　
77・・1

　 　
　
　　　　　 　

65．O　i　73．5　i　56．3
・… i・… 岡 ・6・・1・8・・レ4・・圃 59・・ 64・・ 79．3　　57．7

・酬 52・ 158・・172・… 445 ・・ 「・… 1… 5139・・i… 783 ・・194・・
1
・7・・

（注）　数 字 は す べ て ，最 高得点 に 対 す る比 に 換 算 し た もの 。

　　　各 式の 項 目数 は
r
  十  7，  5，  6，  6　で あ る。

　 1） 母 親型

　 こ れ は 8 人 の 対象 の うち特 に母親 へ の 依存得点が顕著

に高 く， さ きの 操作的基準 に も とつ い て 母親が 「焦点」

と判定 され た 型 で ある 。こ．の 型 の 特徴をみ る に あた っ て

は，まず，こ の 他とか けは なれ て 得点 の 高い 母親が真 の

意味 の 焦点とな っ て い る か 否 か を調査 1 以外 の 資料 に お

い て み る 必 要 がある。

　ま ず，精神生 活 に お け る価値や 意味を文章完成法形式

で 記述 させ た対象 の 規定 にお い て 母親 が い か に規定 され

て い る か を み る と，11例中 9 例 が肯定的情緒的規定を ，

1例が中性的規定 を し ， 残 りの 1例 が 無答で ， 精神生活

にお い て 母親 は情緒的に 受容され て い る こ とが わ か る。

そ して ま た，個人 の 存在を支える とい う意味の 機能を果

た して い る もの につ い て 同 じ く文章完成法形式の 記述を

み る と，11例 の すべ て に お い て 5 つ の 機能の うち少 な く

と もひ とつ で必ず母 親 が あげられ て お り，な か で も，

Table　3 に み る とお り， 「た よ りに し て い る 」，「つ らい

とき の 心 の 支え」，「つ らい とき に まず思い 出す」 な ど で

多 くあげられ ，なか に は 5 つ の す べ て に お い て 母親を

あげて い る 事例 もみ られ る 。
つ ま り， 「焦点 」 と 判定 さ

れ た 母親が文 字 どお り構造の 中核 に な っ て い る とい えよ

うu で は，こ の よ うな焦点を持 つ 搆造 に おい て は，そ の

他の 対象 は い か に 位置 づ け られ て い る の か 。まず依存得

点 の 配分 の 様相 を み よ う。

　各様式に お い て どの 対象 の 得点 が高 い か を図式的 に あ

ら わ して み る と Table 　5 の よ うに な り．ど の 様式 に お

い て も母 親が第 1位で ，以下 は 父親，き ょ うだ い ，愛情

の 対象 が ほ ぼ上位 を し め ， 親友 ， 尊敬す る入，先生，ふ

Table 　5　愚親型 にお け る様式別 の

　　　　 対象 の 得点順位

一
  ＋  

　 

　 

　 

f
　

f
　

f
　

f

TTRTRRSRAAAAFLTSSFLLLsF

．
F

MMMM

　　ただ し ： M （母親），F （父親），　 S （き ょ うだい ），

　L （1Qve　object ），　 A （親友），
　 i（友人），

　 T （先生），

　R （尊敬する人 ）

っ うの 友人が下位にな っ て い る 。っ ま り， 母親型 に お い

て は 様式 の 別 な く各対 象 の しめ て い る 位 置 が 同 じ で あ

り， 愛情の 対象を除 く と．L位を占め て い る の は い わ ゆ る

家族 ば か りに な り， 他人が そ の 役割りを果たす度合い が

少 な い とい うジ家族中心 の 依存構造 に な っ て い る とい え

よ う。

　 こ の 母親型 の 家族中心的傾向は他 の 資料 に おい て も顕

著で あ る e 特に注 目され る の は 父親お よび愛情 の 対象に

つ い て で ある
。

　ま ず父 親 は他 の 型 に おける よ りも中核に 近 い 存在で あ

る こ とが うか が わ れ る。精神生活 に おける 価値 づ け の 規

定 を み る と，肯定的情緒的規定 6 例 ， 中性的 1 例，否定

的 1例，無答 3 例で あ り，肯定的な受容 の 傾向を持つ も

の が多い．また，存在を支 え る意味 の 機能 に お い て は，

「つ らい と き に 思 い 出す 」 な ど に お い て 各 2 例 あ らわ れ

て い る が，多い の は rた よ りに して い る 」 とい う項 目に

お い て で ，
11例中 5 例が父 母 とい う表現で 父親をも あ げ
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て い る。が ， 焦点 の 母親 とは 異 な り単独に あげられ る こ

と は な い。

　次 に，愛情の 対象に 関 して で あ る が，母親型 に おい て

はい わ ゆ る
“
恋 人

”
を持．た な い 傾向が 著 し い。こ め型 に

お い て は
“
恋 人

”
を持 た な い と答 え た も の が 11例 中10例

で あ り ，　
1
恋 人

”
を持 っ て い る とい う1 例 の 文章完成法

形式 に よ る 規定 で は
圏
個 人 と して の よ き理解者

”
で ある

と して い る にすぎな い 。こ れ は後述 の 愛情の 対象型 に お

ける
‘
恋 人

”
の 規定に 比 べ そ れ ほ ど情緒的で は なく， こ

の 事例 で は母親の 次 に愛情 の 対象 の 得点 が 高 くなっ て は

い る が 「心 の 支 え 1は 母 親 で あ り，　 「っ らい とき に思 い

出す」 の は
1

家庭の こ と
”

で ある と し て い る。

　次 に，こ の 型 に 属 す る典型的 な事例 を と りあ げる。

　＜事 例 99＞ 大 学 1 年生 で 家族 は 父 母 姉妹の 4 人，画

宅か ら通 学 し て い る 。

　依 存 得 点か らい うと 1
．
焦 点 」 が 母 親 （329点＊

）， 次 が 父

親 （267点 ），き ょ うだ い （242点）， 親友 （239点），先 生

（141 点 ）， 友 人 （138点 ） の 順 に な り，愛情の 対象 ， 尊敬

す る 人は い な い 。こ の 事例で は ，すべ て の 様 式 に お い て

母 親 が 高 く，母 親 は
“
よ き 助 言 者 で あ 窮 い ち ば ん の 心

の よ り ど こ ろ で あ る
”

と 肯定的情緒的に 規定 さ れ ，親 密

度は 17点 で 高 い
。 存 在 を 支 え る 機能 に お い て は 「心 の よ

り ど こ ろ ．1 「生 きが い ．： 「つ らい と きに 思 い 出す 」 の は

母 親で あ ヴ，　「た
’
よ り に し て い る 」　「心 の 支え 」 は 父 母

で あ る と し、ま た， 1
一
気 持 の うえ で 逃げ こ め る 場 所 1 は

　
‘
母 ど 相談す る こ と

”
で あ る と し て ，「焦点」と 判定 され

た 母 親 が 依存 構 造 の 中核 に な っ て い る よ 5す が うか が わ

れ る。そ の 他 の 対象に っ い て は ， ま ず ， 父親 は 規 密度16

点 で 母 親 と 1 点 し か 差 が な い ほ ど 親和 の 関係に あ る が ，

　
“
よ き柤 談相 手 で あ り，心 の よ り ど こ ろ

”
と 母親 の 規 走

よ りは や や 中 性 的 に 規 定 さ れ て い る 。様 式 別 の 得 点 で も，

様式  （心 の 支 え を 求 め る ）は 全 対 象 の な か で は 母 親 の

次 に 高 い が ， それ で も25点 の 開 き が あ り，他 の 対 象 よ り

は 心 の 支 え に は な っ て い る が ， 母 親に 比 べ る と 相 当 に 少

な く， 父 親に お い て は む し ろ 様 式   （承 認 を 求 め る ） の

方が 高 い 。 そ して 「た よ りに し て い る 」 で 父 母 と し て あ

げ られ て い る よ 5に ， 依存 の 対象 と して は 母 親 と は 異 な

殖 具酌色彩が ある こ と S：　5か が われ る 。 次 に 得点 の 高

い き よ うだ い と は 姉 で あ り，　
F

ぽ き相談相 手
”

と規 定 さ

れ ， こ の 姉も様式  が も っ と も高 く，父 親 の 次 の 心 の 支

え に な っ て い る 。こ の よ 蝕こ 事例99は 母 親 型 の 特 徴 を 示

し て い る 家族中心 型 で ある 。 そ の 他 の 対 象 で は ， 親友は

　
‘‘
時に は よ い 相 談相 手 で あ る

”
と され ，様式  十   （と

もに 在 る こ ・と を 求め る ，注意を む け て も ら 5 こ とを 求め

＊
得点ぽジ 最 高得 点 に 対 す る 比 に 換 算 し た もの で あ

　る。した が っ て ， 対 象 1 人に つ い て の 最 高 得 点 は

　400点 と な る。

る ），   （助力 を求 め る ）な ど の 幼 い し か た が優位 に な

っ て い る。が，依 存の 対象 と し て の 親 友 は 家族 よ りは 重

要 度が 少な い 。 先生 や ふ つ うの 友人 に 対 す る 依 存 は 非 常

に 少な く，と もに様 式  だ け が や や 高 くな っ
て い る 。、こ

の よ うに 依 存 構造 の なか で 依存要 求 が む け られ る こ と の

少な い 対象 で は ，様 式   の よ うな し か た が 優楓 こ な る の

で あ ろ うと 予 想 され る。

　 以．ヒの よ 5 に 本事 例は 母 親 に 存在 の 中 心 的な 部 分 を 支

え られ ， や や道具的色彩 を お び る父 親 と，母 親 に 似た 意
．
味 の 支 え を す る姉 を 依 存 溝 造 の 中心 に お き， 幼 い し か た

で 依存 し て もよ い 親 友も時 に は 必要 と し ， 友人や 先生 に

は 社 会 化 され た し か た （様式  ）で 依存し て い る と い 〉

よ うな 母
一
家族中心 の 役 割 り分 化 が な され て い る 。

　2）　愛情 の 対象型

　こ れ は愛情 の 対象 の 依存得 点 が 他に 比 べ て 顕著 に高

く，愛情 の 対象が 「蕉点 」 と判定 され る 型 で あ る。

　まず ， 愛情 の 対象が焦点 と み な し うる の か 否か を文 章

完成法形式 の 記述 にみる と ， 愛晴の 対象型 の 場合 の 蕉点

は きき の 母 親型の そ れ とは やや異 な っ て い る こ とがうか

が わ れ る
。 すなわ ち ， 存在 を支 え る意 味 で の 機能 を果 た

し て い る もの をあげ させ た Table　3　に み る よ うに ，こ

の 型 に おい て は ， 存在 を支 え て い る もの は 全体 と して は

1焦点 」 と判定 され た愛情の 対 象 同 様に 母 親 ， 父 親，家

族 が 高い 頻度 で 出現 し て い る の で あ る。
．

　こ の よ うに愛情の 対象型 に おい て は ，
「焦点」 と判定

され た愛情 の 対象が，母親型の 焦点 で あ る 母親 ほ どに は

す べ て の 事例 に お い て存在を支え る 機能 を は た し て い る

とは い え ない。しか し愛惰の 対象 が 5 項 日の 機能 の 記述

の なか に あ らわ れ る の は た だ こ の 型 に お い て だ け で あ

り，他の 型 に おい て は あ っ て も 1例 とい う程度で しか な

い こ と を考え る と，焦 点 で あ る愛情の 対 象 と，そ うで な

い そ れ との 質的差異を認 め ざる をえな い で あ ろ う。

　 なか に は存在を支える 機能 の 記述 の 5 っ の うち の 3 つ

以上 に お い て 愛惰 の 対 象 を あ げて い る もの も ある が，

Table　3 に み る よ うに ，一般的 に は 愛情 の 対象 は道具的

価値的 二 ＝ ア ン ス の 強い 項目で あ る 「もっ と も た よ D に

して い る 」 対象 に は な りえ て は い ない が ，
「心 の 支え」

「心 の よ り ど こ ろ 」 「つ らい とき に思 い 出すもの 」 の よ

うな情緒的な支 え と し て あげて い る もの が 多 く，特 に，

他 の 型 にお い て は ほ とん ど人 間が 出 て こ な い 「生 きが い 」

にお い て 愛情の 対象が出現す る の は こ の 型 の 特 徴 で あ

る
。

　精神生活 に お け る価値の 規定 にお い て も愛情の 対象は

当然 の こ とな が．らす べ て 肯定的情緒的 な 規定 を され ，

“
生

き るす べ て で ある
”

，

“

命の 次 に大切 で あ る
”
，
”
心 の 支え

で ある
”

，
“

最大 に 心 を し め て い る
”
，

“
苦し い もの で め
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る
”

な どがみ られ た 。

　こ の よ うに依存得点 か ら 「蕉点 」 と判定され た愛情の

対象 は依存構造 の 中核 に あ り，そ の 個人 の 存在 を支 え る

中心的な機能 を果 た して い る ， とい えよ う。 た だ し ， こ

の 「焦点」 は 母親型 の そ れ とは や や 異 な り，後者に お け

る よ ウは 道具 的 ニ ュ ァ ン ス が少 な く純 粋 な精神的支 え と

い う機能が大に な っ て い る とい わ なければな らな い 。

　次 に ，こ の 型 に お ける そ の 他 の 対象 の 位置 づ けは ど の

よ うな もの で あろ うか 。ま ず，餐様式別 の依存得点の 配

分をみ る と Tab！e　6 に 示 す よ うに 各様式 に お い て 愛情

の 対象が最高得点を と り， 様式  ＋   ，  の よ うな 未成

熟 な 依 存 の し か た に お い て は 父 母 ， きょ うだ い の 家族が

上 位 に あ り，尊敬す る 入 ，親友，先生 な どの 他人 が 下 位

にな っ て い る が ， 様式   にお い て は 両者の 順位が逆転 し

て い る こ とは 注 目すべ きで あ ろ う。

　　　　翌
、
able 　6 愛情の 対 象 型 に お け る様式別 の

　　　　　　　　 対象 の 得点順位
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　こ の よ うに こ の 型にお い て 著 しい こ とは，様式 に よ り

対象 の 得点の 順位 が変化 して い る こ とで あ る 。 そ し て，

愛情の対象 以 外 の 他人 が 依存の 対象と して 得点 の うえで

上位 を しめ る とい うこ とは母親型 に は み られ な か っ た こ

どで あ る，愛情 の 対象型 に お い て は，愛情の 対象や 家族

を 中核 と し な が ら も，相対的にみ る と保証を求 め る様式

とい うよ i｝社会化 され た しか た で 他人 を依存構造内 に入

れ る割合い が母親型 よ りは 増 しでい る と思 われ る の で あ

る。

　 こ の こ とは親友 の 受容 の 程度に お い て 特 に 著し い
。 愛

情の 対象 につ い で得点が高 い もの は 何 で ある か を事例別

にみ る と，母親 8 ，父 親 3 ，父 母 1 ，き ょ うだい 2 ，そ

の 他12で あ り ， そ の 他の なか で 親友 が 2 位 の もの が 8 例

あ り，これ は前述 の 母親型 に は み られ な か っ た こ とで あ

る。そ し て ま た，文章完成法形式で 記述させ た精神生活

に お け る規定 で も，親 友 は母 親 型 に お け る よ りは肯定 的

情緒的 に な され る 傾向が増して い る の で あ る
。

　次 に，こ の 類型 に 属す る 事例をあげる 。

　 ＜ 事 例 53 ＞ 大 学 3 年 生 で 家 族 は 父母 姉兄 の 4 人 で 自

宅 通 学 を し て い る。

　 依存得 点 か ら い う と 愛 情 の 対象 （400点 ）， 母 親 （287

、占），　父 親　（265，軾）t

’
　き ょ　うだ しh　（264、点），　親 友　　（209

点），尊敬す る 人 （207点），先 生 （133点）， ふ っ うの 友

人 （28点 ）の 順 に な る 。

　す べ て の 様 式 に お い て 満 点 を と っ て い る 愛情 の 対象は

t

，
‘
わ た し の 生 きて い くすべ て であ る

”
と規定 され ， 存在

を 支え る 機能 ｝こ お い て も 「心 の よ り ど こ ろ 」 は
C［“

部分

は 家 庭 の な か に あ る が，大 部 分 は 恋 人 に あ る
”

と し ，

「た よ り に し て い る もの 」 も 「心 の 支え 」 も 「つ らい と

ぎに 思 い 出す」 の も， す べ て 恋人 で ある と し て ，得 点 か

ら 「焦点 」 と 判 定 され る愛 情 の 対 象 は あ らゆ る 意 味 で 溝

造 の 中核 ｝こな り焦点 とな っ て い る こ と が わ か る 。

　 こ の 事例に お け る 父 母 は ， 母 親 は 親密度点20で 高 く，
“
い つ もvlて ほ し い 人。朝 昼 夜 と 必 要 欠 くべ か らざ る 人

物 で ， もっ と も尊 敬 し て い る
”

と し て い る 。

一一
方父 親

は ，親 密 度点13で 母 親 と よ りは距 離 が あ り，　
tt

大 き な 問

題 と か ，困 難 な 問 題 の と きに 心 の な か に 入 っ て きて 重要

な ポ イ ソ トを に ぎ る
”

と し，．
母 親 と は 異 な る役 割 を と っ

て い る こ とが うか が わ れ る 。様 式 別 の 得 点を み る と，．父

母 と もに 様式  が高 く，父母 に 対 し て も
・一

般酌 な依存の

様 式 を と っ て い る が ， 母 親で は 父 親 よ り も様 式   や   が

高 く，全 対 象 を と お し て み て も，母 親 の 様式  や  の 得

点が 第 2 位 で，愛情 の 対 象 の 次 に は 母 親 が 中核 に 近 くあ

る こ とが うか が わ れ る 。そ れ に 対 し て 父 親 は や や 精 稗 的

支 え とい う点 で は 重要 性 が 少 な い が，し か し，き ょ 5だ

い に 比 べ る と 中 核 的 に な っ て い る 。 ぎょ うだ い は
“
初恋

の 人で ，い つ で も男 性の なか の 男 性 だ と思 っ て 信 頼 し て

い る
”

と い う兄 で あ るが ，様 式  が 特 に 高 く，母 親，父

親 よ りは
．一

般 的な 依存 の し か た に な っ て い る。

　 ま た ，罰 友 ，尊敬 す る 人，先 生 な ど も様 式   だ けが 高

く，  が も っ と も低 く，杜 会 化 され た依 存 の しか た を し

て い る が，相対的な 重 ．要 性 は 他 の 対象に 比 べ 減 って い

る。こ の 事 例 は ふ つ うの 友 人 に 対 す る 依 存 が 非 常 に 低

く，愛借 の 対象に 全 面 的に 支え られ ， 母 親，父 親 に は 要

点 を 支 え て も ら うと い う中 核を もち，ご く身 近 な 人や 潅

威 の あ る 人 び と に 承 認 を 得 る と い 5 し か た で 依 存 し，依

存の 対象 と し て は ふ つ うの 友人 は 必 要 で は な くな っ て い

る と 思 わ れ る。こ の 事 例 は 友 人 を 次 の よ うに 規定 し て い

る 。 　
“
k
−
　．一，た く友だ ち が い な い の もい や だ が ：い つ も ど

こ か で 友 人 が で き る の で ，特 に 親 し い 友人 と い うの は い

な い し，い まは 友 人 と は 精 神 的 な つ な が りは ゼ 卩  

　3） 親友型

　他 に 比べ て 親友の 依存得点 が 高 く親友 が 「焦点 」 と 判

定 され る こ の 型 は，本 標 本 に お い て は わ ず か に 3 事例 し ・

かみ られ な か っ た。青年期に は 重要性 が 増 し て い る と予

想され る親友が こ れ ら大学生女子 に お い て は
一

般的 に は

さほ ど多 くの 依存得点 を得 て い な い こ と は興味 ぶ か い 。

事例が少 な い た め に一般的な 特徴は見出せ な い が ， こ れ

らの 事例 に み られ る こ とは 次 の よ うな こ とで あ る。

　得 点か らみ て 「焦点 」 と判定 され る友 人 は ，文 章完成
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法形式 の 規定で は すべ て 肯定的情緒的 で ，　
‘‘
心 の 安 ら ぎ

を与 えて くれ る人 で あ b，自分をもっ とも理 解 して くれ

る 人 で あ る
“
，
“
大切な もの で，友な し に は 生 活 して い け

ない と思 う
”

な ど と され て い る
。

ま た ，存在を支 え る と

い う意味 で の 機能 の 記述 に お い て は ， 3 例中 1 例 に お い

て 「心 の 支 え 」 は 親友 で あ り，　 「た よ り に し て い る 」 の

は 母 親 と と も に親友 で あ る とい うも の が あ るが，他 の 2

例は人 間をあげず 「た よ りに して い る 」の は
“
自分

’
で

ある と し てい る 。 事 例 が 少 な い た め に 明らか で は な い

が ， 親友型 に お い て は 存在を支 え る 機能をは た すもの と

し て 入間を書 くもの が少な く， 親友 は そ の 他 の 対象 に比

ぺ 中核的で 焦点 とは い え るが ，前記 2 型 に お け る そ れ と

は やや異な っ て い る と考えられ る。

　　　　Tab 】e　7 親友型 に お ける様式別 の 対象の

　　　　　　　　 得点順位

蠹轡
　 　 　 　 ＼

  ÷  

　 

　  

　 

1AAAA 87

位

6

　

5

　

4

順

3

　

2

RFFfTLMF〔

MfT

SfLRL

　

SS

FsTTMMRRL

　 こ の 型 に お い て そ の 他 の 対象は い か に位置づ け られ て

い るか を依存得点の 配分 か らみ る と Table　7 の よ うに

な り，こ の 型 に お い て は，父母，特 に父親に対す る依存

要求が弱 く，家族以外 の 他 入 が様式  ，  などで 上位を

占め，愛情の 対象 型 同 様，様式 に お け る 分化 がみ られ

る 。 また ，文章完成法形式 に よ る 規定で は ，

一
般 に どの

対象も中性的 に規定する 傾向 がみ られ る が，肯定崛 青緒

的 に規定 して い る もの は，父母 に つ い て は 2 例，き ょ う

だ い に っ い て は 1 例 ， 拒否して い る もの は 父 親 に つ い て

は 1例 ，き ょ うだい に つ い て は 1例 とな っ て い る。

　ま た，依存得点が第2 位 に 高い 対象 を み る と，きょ う

だ い ， 先生 ， 愛情 の 対象 が各 1 例ずつ で ，い ずれ も父母

が 第 2位に な っ て い な い こ と は 注 日 に値し よ う。
つ ま

り，こ こ で は 父 母 よ りも他 の 対 象が 依 存構造 の な か で 重

要 な 役割 りを 占め る 傾向が み られ る の で あ る。

　 こ の よ うに親友型 に おい て は ， 父母が 中核的役割 りを

は た す こ とが少 な く，特 に 父親 に は む しろ 親しみ を感 じ

て い な い 事例 もみ られ，相対的 に は 家族以 外 の 他 人 の 重

みが大に な っ た依存構造が予 想 され る 。

　4） 尊敬す る人 型

　尊 敬す る 人 の 依 存得点 が 他に 比 べ て 高 く，尊敬す る 人

が 「焦点」 とみ な され る 型 で あ る。こ の 対象が 焦点 とい

え る か ど うか を存在 を支 え る とい う意味 で の 機能 の 記述

にみ て み る と．こ こ で は具体的 に 尊敬す る 人物 が だれ で

あ る か をお さえ て ない の で ある が ， 機能 の 記 述 の な か に

は それ ら し い もの は 現わ れ て い ない 。信仰を持ち 「より

ど こ ろ 」 を神 と し て い る もの が 1例，5・項目に お い て す

べ て 神 をあ げて い る もの が 1 例夢 られ る の が 他 の 型 に は

み られ な か っ た こ とで あ る。

　 ま た
，

こ の 型 に お い て は母親 も依存得 点 が高 く，Table

3 にみ る よ うに，存在 を支 え る とい う機能 を果 た して い

る の は む しろ 母親 に な っ て お り， こ の 両者が 依存構造 の

中心 的位置 を し め て い る と思わ れ る。こ の 型に お い て 著

しい こ とは様式 と対象 の 関係 を示 し た Tab ！e　8 に明 ら

か な よ うに，様式 に よ る対象 の 変化 はみ られ ず ，

一
貫 し

て 「焦点」 とみ な され る 尊敬す る 人 物 と母 親 が 上位 に な

D，逆 に 父 親 と き ょ うだ い が 下位に な っ て い る とい うこ

とで あ る。つ ま b ， この 型 に お い て は ， 母 親 を除くと家

族 よ りも他 人 の 占め る割合 い が相対的 に み る と多くな っ

て い る の で あ る。こ の 父 親 との 関係 が疎 で あ る とい う傾

向は ， 存在 を支 え る機能 を は た し て い る対象 の 記述 に お

い て 父親 が 出 され る こ とが少 な い こ と ， N 一
親に比 べ 親密

度 が低 い こ と，精神生活 に お け る 規定 に お い て も拒否的

お よび 無答 が 半 数 に な っ て い る こ と ， な どに もみ られ

る。ま た，得点の 総計 で 第 2 位 の 対象 をみ る と，母親の

も の 3例，他は親友 工，愛情 の 対象 2 で ，事例別 に み て

Table　8 尊敬する 入型 にお け る様式別 の

　　　　 対象 の 得点 の 順位

丶．
＼

＼ 様 式

対 象 ＼ 丶
　 　 　 　 ・、．　 1　 　 2

順 　 　　 　 位

3　 　 4　 　5　 　 6　 　7　　 8

  ＋  

　 

　 

　 

FSSff入
rl

「

IS

SFFFTTA

」

ALLTLATAMMMMRRRR

もこ こ で も父 親 は 現 われない の で あ る e こ の よ うに尊敬

す る 人型 の 特微 は ， 焦点 と母 親が 中核的に な り，父親の

占め る位置 が少ない こ とで ， 尊敬す る木は父親 の 果 たす

役割 を代理的に果 た し て い る の で は な い か と予 想 され

る。そ の 他の 対象は，恋人 がい る とい うもの 2 例，ない

もの 3 ，不明 1 で ，あ る も の は それ を肯定的i青緒的に 規

定 し て い る 。 ま た，そ の 他の 対象の 規定は
一

般 に肯定的

情緒的 よ りは中性的 な規定 の 方が多い 傾向がある。

　5） 複数焦点型

　こ れ は さきの 基準によ り焦点と認 め られ る対象が 2 入

以 上い る 型 で あ る。こ の うち ま ず2F 型 に つ い て み よ う。

　上位群に お い て は Table 　2 の よ うに こ の 型 は 7 例 あ

り，そ の うちわ け は 父母 型が 3 例，母
．
愛情の 対象型，

母
一
親友型，母

一
先生型，愛情の 対象一尊敬す る 人 型各 1

一 14

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

高 橋 ： 依存 性 の 発 達 的研 究 15

例 で，母 親が 「焦点」 の うちの 1 つ に な る こ とが多い と

思わ れ る
。 まず 「焦点 」 とみ なされ る対象の 様式 ご との

得点 の 配分をみ て み る と， 2F 型 に お い て は F 型 の よ う

に ひ と つ の 焦点 が すべ て の 様式 に お い て 最高得点 を 占め

て は い ない が， 2 つ の 焦点の うちの い ずれか
一

方が必ず

最高得点を得 て い る。つ ま り， 得点上 で み る と 「焦点」

と み な され る 2 対象 は た が い に 補 い あ うか た ち に な っ て

い る 。こ の こ とは ， 文章完成法形式 で書か せ た存在を支

え る機能 を 果 たす もの に つ い て の 記 述 に も現われ て い

る。す な わ ち， 5項 目の 記述に お
』
い て，こ れらの 「焦点」

とみ な され る対象 が す べ て の 事例 に お い て ，と もに あ る

い は単独 に 現わ れ て お り，い ずれ も 2 つ の 対象が ともに

存在 を支 え る 中核的な もの に な っ て い る と考えられ る，，

また ， 焦点 と予想 され る対象の 精神生活に お ける 規定 は

1 例 を 除 い て い ずれ も肯定的惰緒的で，一
様 に親密度も

高 い 。

　 こ の 型 の 注 目す ぺ き特徴 は ， 第 1 に 焦点 の ひ と りが 母

親に な っ て い る もの が 多 い た めか ，母親型同様，愛情の

対 象 が 焦 点 の 1 人 と み な され る 事例 を除き他は
“
恋人

”

をもた な い と答 えて い る こ とで ある。そ し て 第 2 に著 し

い こ とは 父 ， 億が焦点 とみ な されない 事例で は ， そ の 父

な い し は 母の 依存得点 が低 く，2F 型 で は焦点に な っ て

い ない 父母 は依存構造 で の重要性 が少 な い と考え られ る

こ とで あ る。

　ま た，そ の 他の 複数焦点型 は 2F 型 と類似 し た 特徴 を

示 し ， 得点か ら 「焦点」 とみ な され た対象 は た が い に補

い あい 依存構造 の 中核 と な り，ま た焦点の ひ と りは ほ と

ん ど母 親 が 占め ，複数焦点型 は 母親型 の 変形型 とみ な さ

れ る。

　以上 み て き た よ うに ，各個入 の 依存構造 に は ひ とっ あ

る い は そ れ 以上 の 焦点を認 め る こ と がで きる
。 焦点 はす

べ て の 様式 に お い て も っ とも多 く依存要求 の む け られ る

対象で あ り， か つ ，尊敬す る 人 型を除い て＊そ の 人 の存

在を支える 機能 を果 た して お り，文宇 どお り依存構造 の

中核 に な っ て い る と予想され る の で ある
。

ま た ，依存構

造 の な か に は さま ざま な 対象が含まれ て い る と考えられ

る が，本調査 で 問題 に し た 8人 の 対象に つ い てみ て も，

そ れぞれがま っ た く異な っ た重みや役割 りを もって い る

こ とが わ か る。つ ま り，

一一
般的 に い え ば ， 焦点以 外 は様

式  は 少 な く，同性で か つ 同年令に近 い と予 想され る親

友 に 対 し て は 比較的様式  ＋   の よ うに 幼い し か た の 依

存行動が優勢に な る 。 そ して，権威 の ある もの ，ま た，そ

＊
　こ の 型 に つ い て は ，情 報 が 十 分 で F．kな い 。 す な わ

　 ち ， 尊敬す る 人 が だ れ で あ る か を きい て い な い た め

　 に ，
こ の 対象 の 性質が 不明 で ある c

れ ぼ ど依存 の 対象 と し て必 要 の な い もの にお い て は，様

式  や  が他の 様式 よ り も優勢に な っ て い る とい え る。

また ，

「8 人 の うちで どれ か ひ とつ に つ い て まっ た く担否

し て し ま う （依存得点が 0 ） とい う事例 は 上位群 で は ほ

とん どみ られな か っ た。そ し て 情緒的な支 えとな っ て い

る焦点 ， 焦点 ほ どで は な い が や は り情緒的な支 え に な っ

て い る
・ご く少数 の

．
対象，そ し て 道具的色彩 の ず っ と増 し

て い る よ り多 くの 対象 とい うよ うに ， 対象間 に役割り分

化がな され，そ の 意味に お い て 相互 関連的な依存 の 対象

の 集合と し て の 依 存 構 造 が で きあ が っ て い る と思 わ れ

る
，

要約 と結語

　本研究は依存性が い ちお う発達の 最終段階に達して い

る と思 わ れ る 青年後期 にお い て，そ れ が どの よ うな様相

を呈 し て い る か を，依存構造とい うモ デル を とお して 解

明 し よ うとす る もの で あ っ た 。 そ の 結果明らか に され た

の は 次の 3 点で あ る。

　1）依存構k’
　：

’
依存構造 に は 限 られ て は い る が か な り

多 くの さま ざま な対象 が含 ま れ ，
・そ れ ぞ れ 異な っ た機能

を与 え られ ， 分化 し た位置 を占め て い る。そ し て ，こ の

対象間 の 機能分化 は，各個入 が 相対的 に 強い 依存要求 を

ひ きお こ す ， そ の 個人 の 存在を支 える機能を果たすとい

う意味 で 中核 に な っ て い る 単数 ま た は 複数の 蕉点を中心

に ，い く人 か の 対象がそ れ ぞ れ の 役割 D を与えられ ，そ

れ ぞ れ の 意味を持ち，きまざまに 位置づ け られ て い る こ

とを 予想させ る
。

　2）依存構造の 類型 ： 依存構造の 構造化 の 様相　　対

象 の 数，焦点の 有無 ， 焦点 の 数 ， 焦点 と他 の 対象 との 機

能分化 な どは 各個人 に お い て 異な る の で あ る が，焦点 が

何 か に よ っ て 俄存構造 を類型化 し て み る と ， 同 じ類型間

に は対入的依存行動 の 共通点 が 認 め られ る こ とが 明 ら か

に な っ た。

　3）大学 生女子 に お け る依存性 ： 青年 に お い て もこ こ

で 問題 に す る意味で の 依存性が認 み られ る 。
っ ま り， 現

象的 に は 自立的で ある と考えられ て い る大学生 に お い て

も，少 な く と も女 子 で 偉依存要求が認 め られ る。そ し て

特に顕著なこ とは 次 の よ うな こ とで あ る 。

　　［1） 単
一

の 焦点 に な る 対象 とし て は ， 母親 ， 愛情 の

’

　対象 ， 尊敬す る 人 な どが 多 く， 同性 の 親友や父 親 は 少

　な い。

　　（2］ 女子青年 と母親 との 情緒的結合 は強 い 。こ の こ

　 と は 他 の 研究 （た と え ば， 久 世 ・大 颪 ，
1958 ） で も指

　摘 さ れ て い る こ と で あ る が ， 本研究 で もこ れ と一致 し

　た結果が得 られ た 。 母親は単一
の 焦点 とな る傾向が大
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で あ り，複数焦点型 で も焦点 の ひ と りは ほ とん ど偲親

で あ り，親密度 も高 い 。

　｛3） 母親 を焦点 とす る もの は ， 他の 型 に 比 べ 家族中

心 的傾向があ る。ま た こ の 型 で は恋 入もない もの が多

く，親友 との 結合 も弱 く，青年期 の 発達 か らみ て 問題

を感 じ さ せ る
。

　（4） 焦点が多い もの ，お よび 明確で な い も の で は，

高得点 の 対象 の ひ と りに ほ とん ど必 ず母 親が含ま れ る

傾向が あ り， 類型 の 特徴も母親型 の 様相を呈 し，上 記

の ｛3）と考 え 合 わ せ て ， 母親 以外 の 単
一

の 焦点 の 顕在化

が発達 の 方向か もし れ な い 。

　［5） 大学生 女子 で は父親 との 結合 ぽ そ れ ぼ ど強 くは

ない 。父 親は情緒的 に 拒 否 され て い る わ けで は な い

が ， 依存構造 の な か で は道具的色彩の 増し た位置 づ け

が なさ れ て い る と予 想 され る 。 ま た，父 親 は 尊敬す る

人 と競合的 な立揚に あ り，尊敬す る人 を焦点とす る依

存搆造 で は ほ とん ど父親は しめ だ され る傾向があ る 。

　（6） 一
股 に 女 子青年 の 依存構述 に お い て は 同 性の 親

友 の 占め る位置は少な い
。

’

　〈 付記 〉　 こ の 研究は 昭 和 39年度総合 研 究 「現代社 会

に お・け る青年の 人格形成」　（代表者　依 田新）の
一部と

し て 行な わ れた。本論文 は 昭和39年度 ・東京 犬学大学院

教育学研究科 に修士論文 とし て 提出 したもの の 一部に加

筆 し た もの で あ る。研究をすす め る に あ た っ て は，依 田

新教授を は じ め 総合研究 の メ ン バ ーの 諸先 生 方，お よ び

三 木安正教授 ， 波多野誼余夫氏 （現独協大学助教授）か

らご指導を賜 り，感謝する もの で あ る。

　ま た ，本稿をま と め る に あ た っ て は，波多野 氏 か ら貴

重 なご示 唆をい た だ い た 。 心 か らお礼 申 しあげ る 。
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            THE  DEPENDENT  BEHAVIOR  IN  FEMALE  ADOLESCENTS:I

                                               by

                                       Keiko Takahashi                                                           '

                                     Uniwensidy of 7'odyo
                                                    '
                                                                                         '

                       '
    The  present study  was  aimed  at  investigating were  selected  on  a  Priori ground  as  objects  for de-

dependent dehavler (d. p,)  of  college  women.  It pendence.  The  second  invblved SCT  type  questiulls

was  the  first of  series  of  reports  on  d6velopmental corrcernlng  the  role  or  value  of  each  object  in her

changes  in d. p.I  dealillg with  its iinal phase, i.e.                                                   psychic life.
                                                                                                 '
so-ca.11ed  independence. Dependent behav'ior was  to The  following points were  suggested:  .

be described in terms  
of
 (al medes  

of
 d.p. and  

their
 1) A  femgle'adblescent repg.rted  a'high  degree

dominance,  {b) differentiation and  nutnber  of  objects  of  d, p., She generally had a number  of  objegts  for

tdOepgiidieMnt
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dvea?ueendEeonrceh'erE.ach

 
objeet

 
had

 
a

 
different

 
functional

                                                    2) She had a focus or  foci of  d. p.,'i. 6., a personeach  object.  
["Dependent

 need''  denoted need  for

                                                   who  supported  her psy6hological existence  and  ac-psycholegical  support,  beyond instrumental useful-

ness,  ･ cepted  strong  need  for dependence, Other objects'

    T'wo  kinds of  questionnaires were  censtructedi  funetions or  positlons  in the  dependency  structufe

and  administered  te 168 eollege  wemen.  The  first were  determined to the  nature  of  a  focus. ･'

questionnaire asked  each  fema!e  adolescent  how  she  ･                                                    3) When  Ss were  classified  according  to focus or

depended  on  
'what

 object  thro.ugh  what  modes  or  foci, e.  g., Mother-type,  Love･objeet-type, 2-focl-
                                                                                 '
ways  of  d, p.. Mother, the most  intimate friend of  

'
 type, those  who  had the same  kind of  focus showed

                                                   similar  behavior patterns to other  objects.  ,the  same  se'x,  the  love object  and  five other  persions

                                                                   '

                           MEMORY  AND  PROBLEM  SOLVING

                                           . by

                                        Kunio Wakai

                                    Hokkaiclo U)ziwersity

                                                   '                                                                               '

 
･
 The  experiments  repexted  in this  study  were  nonse'nse  words,  Jlrp. X Rsychol., 1955,  Vol. 26, No.

made  to investigate the  developmental trends  of  3, 148-155) were  used  to construct  theexperimental

mennory  ability  and  te examine  the  effects  oi  pre-  tasks.' ･                                                          '
sentational  bonditiens and  instructions in serial  me-  , The  subjects  were  obtained  fr6m the  third and

mory  tasks. . the  fifth graders in several  elementary  schools  and

    A  number  ef  series  of  digits and  the  nonsense  the first and  the third graders  in a  junior high
                                                  '
words  of  two  syllables  (Umemoto,.T.., et  all., Asso- schooL

ciation
 
value

 
and

 
meaningfulness

 
of
 

two
 

syllable
 

'
 .' 

The
 
rnain

 conclusions  were  
as
 
follows:
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