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1　 問　　題

　 「臨床的性格適応診断」 作製時の 問 題点

　績 ら （1969b ）が作製 し た新型式の 性格適応診断 の た

め の 調査 は，基本的 に は ，す べ て の 調査項目に対す る全反

応が相 互 に独 立 した もの で は な く，被 調 査者の 内部 に お

い て総合的 に相関連 し た もの で あ る との 根本的仮定の う

え に立 っ て い る 。 換言すれば， あ る数 の 調査項目を提示

し て， n 人 の 被調査者 に反応を求 め た場合，そ の 反応 の

パ ターン は，けっ して 1通 りで は な く， 調 査項 目数や反

応形式に よ る限界 は あ る もの の ， 原理的に は π 通 りの 反

応パ ター
ン が 得 られ る。こ の ような反応パ ター

ン の 多様

性 は，い うま で も な く， 被 調 査者 の 内部状態 （こ の 揚合

は性絡適応）の 多様性 に よ る もの で あ り，反応は そ の パ

ターン ご とに ， 他の パ ター
ン と は異な る もの とし て 理解

され な けれ ばな ら ない
。 したが っ て，個 々 の 調査項 目に

対す る反 応 は，い か な る 反悠パ ターン に 組み込 ま れ る か

に よ っ て ，意味を異 に す る こ とに なる ， とい う考え方に

基づ くもの で あ る。

　 し か し，わ れ わ れ が こ の よ うな考え方に 従 が うま で に

は ， い くつ か の 「事実亅 が必 要 で あ っ た．こ の 新しい 調

査方式を作 りあげる過程に お い て ， わ れ わ れは，調査項

目の 作製や 選定 に あ た っ て ， 依然 と し て 「あ る項 目は常

に一定の 次元 に沿 っ た 反応をもた らすもの で あ る 」との

考えを持ち続けて い た。そ し て ， 反応 パ ター
ン は，そ こ

に含ま せ た い くつ か の 次元 の うち ， あ る 場合 に は あ る次

元 が ドミ ナ ン トで あ り，他 の 揚合 に は 他 の 次元 が ドミ ナ

ン トで あ る，とい っ た よ うな意味 に おい て 異な る の だ と

考 えて い た
。 とこ ろが ひ とつ の 次元 に沿 っ た 調査 項目 と

し て 数個 の 項 目を作成 して み る と，そ れ らの 項 目に対す

る反応相 互 の 間 の 相関関係 は意外に もき わ め て 低 く （績

ら ；1967a ， 1967b）， か え っ て 他 の 次元 に沿うも の と

し て作製した 項 目へ の 反応 との 間 に 高い 相閾が 認 め られ

た （續 ら，1968）。 た とえ ば ，

A 「もし野球 をす る の な ら打率をね らう一 も し野球 を

す る の な ら
一

発大もの をね ら う」

B 「も し 釣 りに 行 く と した ら ， 釣れ る 見 こ み は 少 な い

が ， 大物の 釣れ る釣 り場 へ 行 く
一

も し釣 りに 行 くと し

た ら， 魚は小 さくて も必ず釣れ る 釣 り揚 へ 行 く」

cr 世の 中 は平穏無事 が い い 一 ・
世の 中は ， なに か ス リ

ル が ない とっ ま らな い 」

D 「反対 され れ ばされ る ほ ど， よ け い や っ て み た くな る

一
多 くの 人 が だ めだ とい うこ と は，や ら ない よ うに し

て い る 」

の 4対 の 項目 につ い て ， ど ちらを選 ぶ か とい う反応 を さ

せ ， その 四分和関係数を求 め て み る と，次 の よ うで あ っ

た。

A と BA

と CB

と CA

と DB

とDC

と D

　中学生

（N ＝ 1240）
一．ユ18

− ．452

　．401

　 ．513

− ，005

− ，371

　高校生

（N ＝ 1403）

　一，340

　 − ．300

　 　．164

　 　．350

　 − ．112

　− ．52Q

　すなわ ち ， 項 目 A と B と は，と も に同 じ 次元 に沿 っ た

項目とし て 作製 され，そ れ は 内容的 に妥当だ と考え られ

る 。 ま た ・
C と D とは そ れ ぞ れ AB の 次元 と は それ ぞ

れ異な る 次元 に 沿 っ た 項 目と して 作製され，それも内容

的に妥 当だ と考えられ る 。 と こ ろ が ， A と B との 相関関

係は，C や D との 相関関係に比 べ て 必 ず し も 高 く は な

く，ま た，C と D の よ うな相 互 に異 な る 次元 の もの と し

て作られ た 項目へ の 反応 の 相関が高 い こ とも注 目せ ざ る

をえない
。 さらに，中学生 と高校生 とで は ， 相 関に 差 の

あ る も の が 目立っ （A と B ，B と C な ど）。

　こ の よ うな結果 を手 に し て み る と き ， われわれ は ， 作

製時 の 内容 の 吟味が 不十分 で あ っ た の か，あ るい は 作製

者 の 意図と は別 に，同
一・

内容 の 項目が被調査者 に よ っ て
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異 な っ た 意味や機能 を もつ と考え る べ きか ， と い う問題

に 直面 す る こ と とな る。

　さらに ，わ れ わ れ は，次 の よ うな 「事実」 に も気づ い

た 。 すなわ ち， 項目と項 目 との 反応 の 相関関係 が 高い と

い っ て も，

一
方の 項 口 が どの よ うな項 目と組 み合 わ せ て

与 え られ，どの よ うな反応パ ターン と して 出 て く るか に

よ っ て ， 他方の 項 目との 関係が異な っ た り逆転 し た りす

る とい うこ とで あ る 。
つ ま り， こ こ に N お よ び X とい う

項 目があ り，そ れ ぞ れの 項 目に対す る 反応 の 相関が ＋ で

しか も高か っ た と し て も，
N を含 む一・

組 の 項 目群 に 対す

る 反 対パ ターン が 異な る場合，N に 対す る 反応が 同 じで

あ っ て も，反応パ タ
ー

ン に よ っ て は X との 相関 が ＋ で あ

っ た り，一
で あ っ た りす る と い う 「事実 」 で あ る （續，

1969b ， 64〜65ペ ージ）。
こ の よ う な 「事実」 に 直 面 し

て み る と，あ る 項 目が被調査者群 の 年令や性 な どに よ っ

て，作製者 の 意図 どお りに は 機能 し ない と い うだ けで な

く， さ らに個 々 の 被調査者の 内部条件 に よ って 規 定 さ

れ ， 異 な っ て 機能す るの で あろ うと考 え る ほ か は な くな

っ て くる。

　同様 の 疑 い を，す で に 知能検査 に つ い て わ れ わ れ は 持

っ て い た。すな わ ち，「司一知能検査 を 満 2才間隔の 3群

に 実施 し，別 々 に 因子 分析 を試み る と，そ の 結果 に 類似

が 認 め られな い こ と　（續ら，1960）， 同
一の 下位検査名

を 与 え うる と判断 され る 2 個以上 の 下位検査 を含む知能

検査結果 を 因 子 分析 す る と，同
一

名称 の 下位検査同士 が

類似 の 因子負荷状況 を示 さ ない こ と ， お よび，一群 の 同

一・一
名称 の 下位検査が，け 一

） して高 い 共通因子 を持た ない

こ と （績，1969a ） な ど は，ま っ た く同様の 考え方 に よ

っ て 続
一
的 に 理解され うる もの で あ る。

　以上 の よ うな諸点か ら導か れ る 考 え方 を ， さ らに他の

材料 に よって吟味 して み る こ とが わ れ わ れ に と っ て の 最

初の 課 題 で あ る 、 もし，こ の よ うな考 え方 が確 か め られ

て くれ ば引続い て お こ る問題は，被調査者 の 内部的条件

に よ っ て意味や機能の 変動す る 項 目を 用 い て ，性 格測 定

尺度が構成で きる か どうか とい う方法論上 の 困難を解決

す る こ とで ある。性格測定尺度 あ る い は性格検査 は，各

項 目の 意味や機能
一

定，各項目の 意味
一定とい う仮 定 の

うえ に成立 して い る 。 と こ ろ が ，さ きに 述 べ た 諸事実

は，こ の 根本仮定 を と もに 否定す る 方向 を物語 っ て い る

の で あ る。

　 われ わ れ は ， 当面 ， 結論 を急が ず ， 以上の 諸 「事実」

が わ れ わ れ 自身 の 項 目作製力の 未熟 さに 由来して い る の

で は ない か ，と い う点か ら検討 し て み る こ とに した。そ

の た め に は ，最も権威が あ る と され て い る YG 性格検査

に つ い て ，類似 の 「事実」 が あ る か ど うか を調 べ て み る

と こ ろ か ら始め る の が適切で あ る と 考 え た の で あ る。

　矢 田 部 Guilford 性格検査 作製上 の 問 題 点

　前述 の よ うな 問題意識 か ら し て ，矢田部 Guilford性

格検査が 作製 され る過 程 に お い て，ど の よ うな 手順や検

討 が な され た か，そ の 過 程 の なか に，われ わ れが 問題 と

する よ うな 「事実」 が あ っ た の か ど うか を 文献的 に調 べ

て み る 必 要が ある。

　 Guilferdの 作製 した イ ン ヴ r一ン ト リ
ーに つ い て一一

　Cuiiford，」．　P．と Braly，　K ．　W ．（1930）は外向
一

内

向 に 関す る 各種 の 評定尺度 と テ ス トに つ い て 考察 を 加 え

た 。 そ の 後これ らの テ ス トの うち ， 6 種
＊を もと に 75 項

目を選び，6 人 の 評定者 の 3 人以上 の
一致に よ り，35項

日 を選 択 した
。 そ し て こ の 35項目相互 の 四 分相関係数を

求 め，そ れ に Thurstone の 因子分析 を適用 し て ，S，E ，
M

の 3因子 を抽出 し た （Guilford，　 J．　P ．　 and 　Guilford，

R ，B ．，1934，1936）。そ の 後，　 D ，R ，T，A そ して N ，G ，D

と よばれ る 因子を抽出 し て い る （Guilford，　J．　P，　and

Guilford．　 R ．　B ．
，
1939a ，193．　9b ）。

こ れ らの 因子 よ り

3 種 の 検査 を 作製 す る に 至 っ た （An 　 Inventory　 of

factors　STDCR
，
　 An 　 Invcntory 　Qf　 factors　 GAMIN ．

The 　PersQnnel　Inventory ）。

　そ の 後，Thurstone ，　L ．　L ．（1951）は Guilfordの 検

査 の 尺 度を出発点と し て ， 因子分析を行 な い ，
Beahr ，

ME ．（1952） は そ れ を二 次因子分析 に か けた 。

　 こ れ らの 性格測定の 研究は ，因子分析に よ っ て急速 に

発展 し た に もか か わ ら ず，研究 の 出発 点 で あ る Gui！ford

の 最初の 75項閤，80項 El， 100項 日の 項目相互 間の 関係

は求 め られ て い ない 。す な わ ち，項目をひ とっ の 独立 し

た テ ス トと考える な らば ， 項 目間 の 相 関が 求 め られ ，そ

れ に よ り適 当な項目が 決定 され ，そ れ と同時 に ，因子 が抽

出され，尺 度が構成 され て い か ね ばな らない で あ ろ う。

　 と こ ろ が，Guilford，　Thurstone ，　Beahr 等 の 因子 分

析は．項目群 よ り成 る 尺 度か らILscし て 尺 度 を構成 し て

い る
。

　矢 田部 Guilford 性格検査 に つ い て
一・一

　 わ が 国 に お い て，上述 の よ うな 性格検査に 関す る 研究

で は 矢 田部 （19．　54） が 最初 で あ ろ う。しか もそれ以後 ，

性格測定 の 因子論的研究が 少 しず つ で は あ る が 行 な わ れ

る よ うに な っ た 。
YG 検査 の 由来，作製過 程 ， 施行法，

採点法 ， 標準化 に つ い て は辻岡 （1957）が述べ て い る。

　 矢田部 は Guilfordの 13尺 度 を 認 め た うえ で ，項 日の

＊　 Jung ，　Freyd ，　 Laird，　 Marston，　 Heymann −Ko −

hlstadtに よ る もの と，Northwestern　Univ ・に よ る も

の

一．−
　34　
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検討
・
修 正 を次 の よ うな基準一 〔1｝ 目本語 と し て 不適

当な 表現 を 改 め ，（2｝ 特 に，O ，　 Ag ，　C 。 で は社会的態

度 に 依存す る もの は除外し，（3） 各尺度 の 独立性を高 め

　る た め に情緒性以外の 尺 度 で は ， 情緒性 が 混入 す る の を

可能 な か ぎ り避 け る・一．一．
で 行 な っ た

。

　　こ れ に 対 し て ，旧来性格特性を表 わ す言語 は 無数 に あ

る とい わ れ て い る。こ の 点を考慮 に入 れ る な らば，研究

当初 か ら，H 本語 の 性格特性 を表 わ す こ とば を，予 備的

な多数 の 被験者 の 反応の なか か ら探り，Guilford が行

な っ た手続きで，項 目を決定すべ きで は なか ろ うか 。
つ

ま IP，研究者に よ る，最初の 性格特性 を表 わ す 項 日の 選

択 に は大変 な 困難が 伴 うが，こ れ を 回避すれ ば ， その 項

目群か ら検査 の 種 々 の 条件を満 た す項 目の 決定 が 難 し く

なる で あ ろ う。それゆえ，日本人 の 被験者群 か ら反亦 を

集 め，項 日群 の 決定 を行 な っ て い くべ きで あ ろ う。

　 さ らに ， 選び出 され た 240 項国 の 相互 の 関係は 計算 さ

れ て い な い 。こ の 処理 は 240x240 の 相関行列 を求 め る

こ と で 満た され る の で は なわ ろ うか 。 こ れ を無視 して ，

240 項 日 と，そ れ らが そ れ ぞれ構成 し て い る項日群，す

な わ ち出発尺度 との 関係をGP 分析 に よ っ て 項 日分析 を

行 な っ て い る こ と は，被験者 が 200　a で ある こ と と，G
P 分析 ， Z2

一
検定の 消極さと に よ り ， 問題とすべ き点 を

増幅す る の で は ない か
。

つ ま り13尺 度 を 認 め る に し て

も，13 の 尺 度問 の 各項 目の 関係を明確に し な けれ ば ， そ

の ユ3尺度も確実 な もの で あ る と い う保証 は得 られ な い で

あ ろ う。

　 さらに ま た ， 項 口分祈
・
に お い て，S，　T ，　D ，　C ，

　R に 限

り， 同 じ型 の 回答 を与 え る 項 目 を抽出 して ，い くつ か の

特徴項目群を作 り ， こ れ を墓礎 と して，項 目分析 を行 な

い ，9個 の グル
ープ に 分叛 して い る 。 ま た，G

，
　A

，
　M

，

1，N に っ い て は ， 常識的 に 代表価の 大き い と 思 わ れ る

12項日 を決定し て い る が，同一の 基準 で 項 目分析 が行 な

わ れ て い な い 点 は ま だ検討 の 余地を残 して い る よ うに 思

わ れ る 。 これ は や は り，240 項 目に共通 し た基準で 項 目

分析 を し て い な けれ ば な ら ない の で は な い か 。

　次に イ ン ヴ エ ン ト ）J　一に つ い て の 最 も重要 な概念一 一

信頼性，妥当性を考慮 に入 れ な けれ ば な ら な い
。 し か

し，こ の 2 種 の 概 念 は，テ ス ト作製上矛 盾す る よ うな こ

と が生ず る と作製者は考え て い る。こ の 矛盾 を回避 する

た め に 多 くの 下位検査を含む特性 別 の 尺 度 を考 えれ ば，

重 相閧回帰方程式の 原理 に よ り，信 頼性 を 高 め る 目標は

下位検査 に ，妥当性 を高 め る 目標 は テ ス トバ
ッ テ リ

ー
そ

の もの に向け られ る べ きだ と考えて い る。し か し こ こ

で ，信頼性 の 目標 で あ る下位検査 ， 妥当性 の 目標 で あ る

テ ス トバ ッ テ リーそ の もの に 目を向ければ ， い ずれ も項

　目 に よ っ て 構成 され て お り，信頼性 ， 妥 当性を測定させ

　る 前 に，や は り前述 の 240x240 の 相関行列 が 求 め られ

　る べ きで あ る，，

　　こ の よ うな操作が 行なわ れ る こ とな く13尺度 × 12項目

の YG 性格検査 は誕生 して い る
。 そ して ，　 S

，
D ，C ，G ，

A ，1，
N

，
R の 8 尺度に つ い て は 自己 矛 盾 の な い 項 目で あ

る こ とが 認 め られ ，
M ，0 ，　Ag ，

　Co の 4 尺度に つ い て は

満 足 な結果 が 得 られ なか っ た 。 こ れ ら の こ 2は，項 目分

析 の あ り方に よ る もの で あろ う。

　 そ の 後 も 156× 156 の 相関行列 は得 られなか っ つ た 、

さ らに 三 件法 の 質問 を行 な っ た に もか か わ らず ，　「どち

らで もない 」 と答えた被験者 の 半数 を，そ れ ぞ れ 「は い 」

　「い い え」 の 群に入 れ た こ とに 対 し て な ん の 配慮も な さ

れ て い な い
。

　 こ れ に対 して は Goldberg
，　L ．　R ．（1963）の 性格特徴

の 仮説的連続 （Hypothesized　attribute 　 continuum ）を

考 え に 入れ る な らば三 件法で 偏差積率相関を求め る方 が

四分相関係数よ り よい の で は ない と考 えられ る。

　 ま た ， 12個 （尺 度 を 1 個省略） の 12× 12相関行列 を求

め て い る の み で ，尺度内の み の 3 種 の 基準
一

尺度の 内

的整合性 ， 尺度内因子構造， 尺 度の 独 立 性
一

で 項 目が

検討され て い る。

　 さらに 156 項 貝か ら 12G 項目｝こ しぼ る に あた り， 尺度
の 最適項 同数 は なん ら考察 され て い な い こ と も問題 と な

る。

　尺度内構造 に 関して は ， 4 尺度が 1 因子 に よ っ て 説明

され，残 りの 8尺度 は 2 因子 に よ っ て 説明され る が ， こ

れ は GuilfGrd の 尺度 に つ い て検討が 不十分で あ っ た か

らで あ ろ う。
こ の よ うな 2 因子 に よ る尺度に お い て は 精

密な測定が可能で あ ろ うか ， とい う疑問が生 ず る。

　 こ の 点が 明確 に な っ て は じ め て ， 尺 度と項 目が 矛盾 で

あ る か 否か の 検討が なされ るべ き で あ り， 因子 論的 な項

目分析を 行 な うの で あれば，ますます こ の 操作は 重要に

な っ て くる ， と 考えられ る 。

　ま た ， 標準化 に お い て ，大学生 の 場合 ， 2 回 生がぽ と

ん どで あ り ， 標本 の 偏 りに つ い て 問題 が あ る よ うで あ

る。さ ら に基準表 を作成す る揚合 に ， 大標本 で あれ ば ，

その 尺度 の 得点分布 は お の ずか ら二ilF．k．g．分布 に近 くなる と

考 え られ る の で あ る が，± 2 シ グマ の 範囲内に全得点が

お さ ま る 結果 に な っ て い る
。

こ れ も尺 度 に 問題 が含まれ

て い る か ら で あろ う。 そ して ， こ の 尺度 の 得点 の 分布を

正 規化 し て ， 分割点を決定して い る が ， こ れ は標準化の

ね らい と は一
致 し ない の で は な か ろ うか 。

　吟味の 焦点一一

　YG 性格検査や そ の 基礎 に な っ て い る Gu 三lford の
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工nventory の 作製経過 を調べ て み る と ， 上述 の よ うに，

あ る次元 また は 特性 に 関 し て 妥当な内容で あ る と作製者

が 判断 し た 項 目は そ れ 以 上の 検討 は な さ れ ず ， それ らの

項 目の 集合か ら成る下位尺度か ら出発 し て い る。

　と こ ろ が，われわ れ が 問題 とす るの は，尺度構成以前

の ，個 々 の 項 目間の 関係で ある。すなわち，

　〔1｝ あ る次元 に沿 っ た 測定 をす るた め に 選定 され た諸

項 目は ， 同
一

次元 に 関す る反応 の 強弱や多少をもた ら し

うる もの で な けれ ば な らない が，諸項 日相互 の 関係 に お

い て それが 実現 し て い る と認 め うる か ど うか。

　〔2｝ その こ と は 同時 に，他の 次元 に沿 っ た 測定 の た め

に 選 定 され た諸項 目との 関係に おい て ，明確 に異 な る次

JZの 反応 を もた ら して い る と認 め うる か ど うか。

　〔3｝ 現実 に作製され て い る YG 性格検査 の 12個 の 尺 度

に お い て ，各尺 度内の 項 H は， 1次元 の 測定 を可能にす

る た め に い か な る 関係 を も ち ， い か な る寄 与 を し て い る

か。

　〔4） 12尺度 そ れぞれ10側ずつ の 項目すべ て か ら出発 し

て ，尺度特性の 明 らか な測定尺 度 を 求 め る とす れ ば，120

個の 項目すべ て の もた らす反応 の 分布，相互 関係，因子

構造 か らして，い か なる もの が導き出され るか。

　とい っ た諸点が，まずも っ て 吟味 され な けれ ばな ら な

い 。 本報告は こ れ らの 諸点に 関す る報告で あ る 。

検 討の 方 法 ， 資料

　資料と し て は，YG 性格検査所定の 手続 き に 従 っ て 実

施した 600名の 高校生 お よ び 大学生 の 検査結果 を用 い

た
。

　被験者 の 内訳 は ，
Table　1 に示す と お りで ，1968年 6

月 に実施 し た もの で あ る。

　 こ の 資料 に つ い て，以
’
ドの 計算を行 な っ た。

Table　1　被検者

年令また は性別 人 数

73187192887102103

　 1

　（1｝ YG 性格検査 の 全項 目120 個 へ の 反応 の 相互 の 偏

差積率相関係数の 計算 ， お よび ，こ の 120×120 の 相鬨

行列 に つ い て ， こ の よ うな大きな行列 の 解 とし て 有効と

考え られ る セ ン トロ イ ド法 に よ る 因子分析 を行 な っ た ＊。

　〔2） YG 性格検査 の S か らD まで の ユ2個 の 尺度 の そ れ

ぞ れにつ い て各10項 日相互 の 相関係数，2次因子 と し て

の S，A 尺度，　 R ，　 G 尺度 ，
　 G ，　 Ag 尺 度，　T ，　 R 尺度

に つ い て 各20項 目相互 の 相関係数 ，
Ag ，　 Co，0 尺度 に

つ い て 30項 目相互 の 相関係数 ，
N ，1，　 C，　 D 尺度に っ い

て 40項 目の 相関係数の 計算， お よび，こ れ ら10x10 の 12

個，20× 20の 4個，30 × 30の 1 個 ， 40 × 40の 1個 の 各行

列に つ い て，囚子分析 を行な っ た ＊＊。こ の 際 小行列で

ある の で ， 最 も少 な い 数の 因子 で 相関行列 を説 明す る の

に有効だ と され る 主軸法 （芝 ， 1969） に よ っ た
。

　（3） 全 120項 目 へ の 反応 の 度数分布， 各尺度 の 粗 点

の 平均 と標準偏差，各尺度得点 と尺 度内各項 目へ の 反 応

との 相関係数，12個の 尺度得点相互 の 相関係数を計算し

た＊＊＊
。

15才

16171819202122

男

女

子

子

181419

合 壬
二
頁 600

結果と 考察

　標準化 の 際 の 結果 （辻岡，1957） との 比較

　尺度得点 の 分布
一 わ れ わ れ の 被検査者群 が標準化 の

際の 被検査者群と大幅 に異 な っ て い るか どうか は ， 2．以

下の 分析に と っ て 大きな 関係 が あ る 。 す な わ ち，もし 大

幅 に異 な っ て い る とすれば ， 以下の 分析は，検査作製時

に ま で 溯 っ て あ て は め る こ と がで きず，被検者 と し て は

異質 の 集団 に つ い て 論ず る にす ぎない こ と に な る。逆

に ， 大幅に異な る こ とが ない の な らば ， 分析 の 結果 は検

査
一

般 に つ い て の 特微を示 し て い る こ と に な る 。

　12個の 各尺度に お け る 得点平 均 と標準偏差 を 比較す る

と ， Table　 2 に示 し た とお りで あ っ て ， わ れわ れ の 被検

者群で は標準偏差がす べ て の 尺度 に お い て や や 小 さい

が，平 均 に つ い て は，全体 と し て 顕著な差があ る とは い

え な い。

　い ずれ に お い て も，各尺 度の 得点労布は，正規分布 よ

りも矩形分布に 近 い もの で あ る。

　各尺度得点間 の 相関係数一

　得点分布が 大差 な い に し て も，各 尺 度得点間 の 相関関

係 ま で も大差 が な い か ど うか は わ か らな い 。Table　3 に

は ， 標準化 の 際 の 相関係数 （辻岡 ， 1957） とわ れ わ れ の

＊ 　 こ の 計算は 東 京 大学大型 計算機 セ ソ タ ーに 依頼 し

た。
＊＊　名古屋大学 教育 統 計学研究室 NEAC −1240に ょ っ ．

て 計算 し た 。
＊＊＊ 日本電子 計算株 式会 社 に 依頼 し た 。
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被検者に よ る 相関係数 と を示 した。こ れ を 比較 し て み

る と，た と えば 第 3 尺度 （T ）や第 8 尺度 （0 ） の よ う

に，や や大き な 差 の あ る もの もある が，全体 と し て み た

揚合 ， 両群 の 間 に 明確な 差 が あ る とは い え な い 。

Table　2・ 各尺度得点の 平均 と標準偏差

一
呂

＼
＼

＼
尺
度
別

、象 1

　 　 f
　　　　　 男

S

1　　 女　　　 男　女 計

M σ M σ M12

．6iff
ATRGAgCo0N1CD

9．7711

．4811

，849

．9610

．8510

．878

、　348

．119

，728

．979

．9811

，23

5．485

．334

．624

．855

．164

．254

，064

．385

．35 ．

5．524

．995

，51

9．6011

．5811

．929

．1010

．7010

，456

．888

，369

．769

．0010

．3311

．73

5．28
　 　 　 　 9，47
5．　29
　 　 　 　 9．67
4．53
　 　 　 11，48
4．67
　 　 　 11，22
5，11 …

　 　 　 10 ，97
4．201
　 　 1　 8．34
3。81
　 　 　 　 9．23
4．06
　　110．05
4．85 、
　 　 i　 9．45
5・38 ！
　 　 　 10．74
4．97
　 　 　 11．05
5．25

4．304

．434

．084

．073

，983

，713

．723

．994

．774

．474

，294

．97

人数 ［
　 　 i4136

1974 600

tt’abae 　3．　各尺度得点間 の 相関係数 （絶対 値 を示す）
＊＊＊

　わ れ われ の 被検者群は標準化 の 際 の 被検者群に比 ぺ ，

異質で あ る とは い えない
。 と くに ， 標準化 の 際 の 相 関係

数は，現在 の 10項 目ずつ の 12個 の 尺度 の もの で は な く，

そ の 前段階で あ っ た12項 国ずっ の 13尺度 を用 い て の もの

で あ る ら し い の で，一
層 ， 両者 の 質的差異を主 張す る こ

とは で きない 。

　全項 目へ の 反 応相互間の 相関係数

　120 個の YG 性格検査項 目へ の 反 応 の 相互 の 相関係数

を一覧表 で 呈示す る 紙幅 が な い の で ，
Fig ．1−−1〜1− 12

に示す よ うな形 に整理 した。 全相関係数7140個 の 範囲 は

絶対値 と し て は ， 0．000か ら0．574で あ る。同
一

尺 度の な

か で も 「は い 」 に 2 点を与え る もの と ， 「い い え」に 2 点

を与 え る も の が あ る の で ， こ こ で は，符号 の 正負 は 考え

な い 方が 適切で あ る。

　F 三g．工で は ， 各尺 度を構成して い る 10掴 の 項 目を丸印

の な か の 番号 で 示 し，当該尺度以外の 項 閏を矩 形 の な か

の 番号 で 示 し た。な お ，こ の 揚合， 矩形 の 外 に は，そ の

項目が 属す る尺度 の 番号 を ロ ー
マ 数字で 示 した。相関の

程度は そ の 絶対値 を線で示 し た が ， ．299以下 の 係数の 揚

合 は，同
一

尺 度内の 項 巨問の もの だ け に と どめ ， 他 尺度
の 項目と の 間の もの はす べ て 省略 した 。

　辻岡 （1957）が行な っ た 3GoE の 関西大学学生 の 結果

に よ る ， 各尺 度内 で の 10項 目粗互 の 相関係数 は ．01 か ら

．83 の 範囲 に あ り， わ れ わ れ の 結果 よ りは一
般 に高 い 値

を得て い る。い ま ， 10個 の 項 目相互 の 相関係数総計45個

の うち，，300 以 上 の 係数の も の の 個数を各 尺 度 で と に

　　　　　　　 較 比 して み る と，Tab ！e　4 の よ うに な

潤
ISATRGA

・ C ・ ON ・ CD

S　　　　　　　．7 3　、119　．4工9　．561　．281　．210　．081　．303　
t
−435　．121　．247

A ．73 　 ．043 ．274 ．535 ．259 ．219 ．105 ．353 ．520 ．208 ．256
丁　　旨．23　　．15　　　　　．170　．089　．137　．268　．362　．464　．206　．237　．511
R ．．47 ．39 ．42 　 ．329 ．435 。172 ．235 ．041 ．009 ．301 ．055
G ．64 ．68 ．29 ．50 　。232 ．234 ．112 ．286 ．454 ．174 ．249
Ag 　 ．19　．33　，05　．38　．26　　　．269 ．286 ．212 ．025 ．386 ．169
Co 　　．22　，22　．23　．13　．19　．19　　　　　．497　．521　．468　．524　．477
0 　　1 ．18　．24　．20　．13　．42　．13　．44　　　　　．538　．397　．555　．687
NL35 ．39 ．35 ．・7 ．38 ．。4 ．5、 ．5。 　 ．629． ，609． ．623
　 　 lI

　　I ．41 　．55　．14　．03　．45　．16　，43　．49　．65　　　　　．532　．508
C　　　，22　．19　．08　．19　．27　．26　．44　．55　．61　．56　　　　　、590
DI ．41 ．37 ．39 ．22 ．57 ．03 ．47 ，61 ．70 ．62 ．58　　‘
＊　 左 下 2 桁 の 係数 は 標準化の 際の 相関係数 （N ＝200）
＊＊ 右上 3 桁の 係数は わ れ わ れ の 場合 の 相関係数 （N 　＝600）
＊＊＊ 左 下 の 揚合 4 個 の 尺度で は 方向が逆 に して 計算 され て い る た め ，

　　 こ こ に は絶対値を示 した。正 負逆 の 値 に な っ て い る程 の 差 は な

　　 い よ うで あ る 。

る 。

Table 　4．

尺 度

SATRG

 

恥

ONICD

IH

皿

WVW

皿

丗

皿

X

斑

皿

辻岡 の わ れ わ れ

結 果 の 結 果

188844969132432241233434885240029621　
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、皿　　Co　（非協調性）　第 1 因子寄与率　　35．4％
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　　　　　　　　　 Fig．1−− 8

皿 　 N （神経質）第 ユ因子寄与率　68、7％

皿

Fig ．1 − 9

l

X 　 I （劣等感 の 強さ）第 1因子寄与率　63．1％

　　　　　　　　Fig．1 −一．le
XI　 C （回 帰 性 傾 向 ）第 1 因子 寄与率　53．8％

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Fig．1− ・11

こ れ に よれ ば ， わ れ わ れ の 得 た 結果 は すべ て の 尺度に つ

い て 非常に 低 い こ と に な る。得点分布な ど で は た い した

違 い の な か つ た 両集団の 結果 が こ の よ うに異 な る こ と

は，両被検者群の 特性 に よ る で は な くて ， 標準化 の 際 の

相関係数が，三 件法 に よ る反 応 を二 分 して 計算す る とい

う手続きに よ っ て い る た め と考え られ る 。

　それ以上 に ， われわれ の 結果で注目すべ き こ と は ， 各

尺 度内の 項 目相 互 間 よ りも，尺 度 外 の 項 目 と の 問 に数多

くの 高 い 相関係数が 得 られ て い る 点 で あ る
。

こ の 「事

実1 は，わ れ われ の 問題 の 出発点とな っ た 「事実」 と き

わ め て よ く類似 し て い る。す な わ ち，作製者 が 同
一

尺度

内 の 項 目 と して妥 当 だ と判 断 した 項 日相 互 間 よ り も ， そ

れ と は異 な る尺度内の項目 と して 作製 した 項 目との 間 に

よ り多 くの 高 い 相関が あ る と い うこ と で あ る。、こ の こ と

は わ れ わ れ 自身 の 経験 （續ほ か ，1967b ） と，係 数の 値

と し て も ， 項 日問 の 関係 の 様相 と し て も，よ く類似し て

い る の で ある 。 辻岡 （1957）は ， 120 個 の 項 目相互 間 の
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】皿　D （抑 うっ 性）第 1 因子寄与率　72．2％ 、

唄

子 的特性を説明 で きない こ と を意味す る が，し か し，そ

れ は こ の 検査が 12個 の 異 な る 尺度か ら成 っ て お り，第 7

因子 ま で で は 分析 が 不十分で あ る の だ ともい え な い 。す

なわ ち，ac　7 因子 の 負荷暈が ± ．2eo 以上の 項 目をみ る

と 112 （R ）， 33 （N ），106 （1） の 3 項目に すぎず，

第6 因子 で ± ．200 以上 の もの は ， 39 （T ）， 63 （T ），

16 （R ），52 （R ），42 （Ag ），66 （Ag ），116 （0 ），93

（N ），
1117

（N ），118 （1），24（D ）の 11項目，さらに 第

5 因子 で は，17 （G ），53 （G ），65 （G ），6 （Ag ），92

（0 ）， 57 （N ），83 （C ），95（C ），108）D ）の 9 項 目とい

っ た よ うに，こ れ らの 因子 を解釈す る に は 困難で あ る の

と 同時 に，12個の 尺度と の 対応もつ けに く く，これ 以上

の 分析 を続け る こ とが有望 だ とは考 えられない
。

　次 に ， こ の 範囲 の 分析結果に 対 す る 各因子 の 寄与 率

（Tab ！e　6） か ら し て も ， 120 個 の 項 目は ，第 3 因 子 まで

で 75％ が 説明 され る こ とを示 し，第 8因子 以下を求 めて

も有効 で な い こ とは 明 らか で あ る
。

Table　 6　各因子 の 寄与率

F量9 ．1一罹2

相関を計算して い ない か ら，われわれ 自身の 結果 だけに

よ っ て考え るほ か に は ない が，さ きに述 べ た わ れ わ れ の

方法論的考 え方 が，こ れ に よ っ て 支持 され た とい う こ と

が で きる。

　わ れ われ の 被検者 600 名 と辻岡の 被検者 300 名 との 問

の 係数値 の 違 い も，こ の 考 え 方 に結び つ け て 採 りあげざ

る を え な い e 個 々 の 項 ロへ の 反応 の しか た が 異 な る に し

て も， それ らの 相違が 相殺 され た か た ち で 尺度得点が導

き出 され た とき，そ の 水準で は類似した性質を示 す こ と

が あ る が，個 々 の 反応 の 意味 は，そ れ ゆ え に 等 し い と

か ， 集団や個 々 入 を超 えて 項 目の 機能が恒常で あ る と か

を主張す る こ とが で き ない こ と を示す もの だ と考える の

で あ る。

　 120× 120の 相関行列の 因子分析

　 セ ン ロ イ ド法 に よ る 第 7 因子 ま で の 因子 分析 の 結果 は

Tab ！e 　5− 1 と 5−−2 と に 示 す とお りで ある。また ， 各因

子 の 寄与率 （Σが と そ の ％） は Table　6 に示 した よ う

で あ る。

　 こ れ らの 結果 か らす れ ば，まず，す べ て の 項目 に お い

て 共通 性 （h2）が非常に 低い こ と に 注意 し なけ れ ばなら

な い 。共 通性 の 最も高 い の で も 108 番 （D 尺 度） の 項 目

で ．499で あ り， 最 も低 い もの と し て ， 4 番 （R 因子） の

．064， こ れ に準ず る もの と し て ， 7 番 （Co 因子）．・072，

11番 （C 因子 ），086， 99番 （T 因子）．098を 挙げる こ と

が で き る 。 こ の こ とは，こ れ だ け の 結果 か ら各項 目の 因

因 子 細 ・ ・ 皿 ・iVN 、qh ・

Σ：h2

％

1［，115　　5．S65　　3．ヨ53　　1．呂66　　1r515　　1．ア99　　ユ．321　　　　3D，9B9

42，3　　22，1　　10．8　　日，0　　4．8　　5．8　　4，2

　要す る に ， 単 に 120 個 の 項 1・1相互 の 相関関係 か ら も推

定 で きた よ うに，こ の 因子分新 の 結果 か ら し て も，
YG

性格検査 は ，作製者が意図 し た よ うな，12個 の 異な る 次

元を測定す る もの で は ない こ と，全項 口の なか に は，た

と えば，第 7 因子まで の す べ て に ± ．200以下 の 負荷量 し

か な い 99 （T ），4 （R ），7 （Co），43 （Co ），67 （Co ），

の よ うなきわ め て 異質 の 項 目が 結果約 に は混入 し て い る

こ と，そ れ ら を除き，大多数 の 項 目は ， 第 工，第 2 ，第

3 の 3 個の 因子で 特徴づ けられ て い る こ と は否 定す る こ

とがで きない 。

　 こ れ らの 結果 もま た，わ れ わ れ の 考え方を推進 させ る

方向 を示 し て い る もの とい うも の とい う こ と が で き よ

う。

　 各尺度 ご との 検討

　尺 度内項 N 間の 相 関 の 分析　　さ き に 触 れ た が，わ れ

わ れ の 結果 で は ， 同「 尺度内の 10項 日相互 間の 相関 は 高

くな い が ， そ の 相関係数の 絶対値の 範隈 と中央値 を示 せ

ば Table 　7 の よ うで あ る。

　 こ の よ うな範囲の 相関係数か らな る 行列を主軸法 に よ

り因子分析する と，第 1因子 の 寄与率は Fig．1 に それ

ぞ れ 示 し た よ うで あ っ て ， 必ず し も高 くは な い
。 主 軸法

に よ る場合，少数 の 因 子 に よ っ て 因子構造が説明され う
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　　　　　　　　　　Table　5　
一

　1　 項 目 の 因子 負荷量

41

3

尺度 題目 ii
番号 1

1 E rv V VI 、．IIh ：

　　　　　　1
　　　　　13
　　　　　25
　　　　　37
　　　　　49S
　　　　　61

　　　鵬
　　　197
　　　［109

A

　　21426385062748698110

一144
　260
　466
　 210
　 291
− 292
− 388
　 442

　369
− 343

　 216
− 315
− 335
− 383
− 280
　 341
　 488
− 267
− 348
　 325

　　194
　 212
− 1↓9
一  32
　 038
　 308
　　187
− 068
− 266
− 277

　 085
　　138
− 056
　 211
　 020
　 087
　　107
− 095
− 12工
一〇27

一〇36
　 158
　 077
　 070
　 091
　030
　 045
　 063
　 090
− 044

＿ 09  
．

− 093
　 123
　038
　 119
− 104
− 097
　 151
　 162
　 128

一〇85
　 198
　156
　070
　 036
＿186
− 135
＿121
＿030
　ユ．15

129305393248189351466323378333

　 391
＿295
− 251
　 256
　 301
　 353
　 469
− 314
　 387
　 372

＿250
　 389
　322
− 348
− 164
− 270

．

− 430
　 397
＿121
− 328

　 037
− 108
　 072
− 109
　 063
　 241
　 069
− 093
　069
　 166

　 052
＿120
− 062
　 037
　 060
　   73
　033
　081、
＿099
− 053

　064
　 15

’f
　 178
　 153
− 060．
　 140
　154
　014
　e60
　 134

　 024
− 120
− 173
　 018
　152
− 138
− 035
一ユ19
− 087
− 091

　　160
− 102
− 044
　　137
．　 150
　　174
　　144
　　093
　　064
− 044

250314240243175330457296195306

T

　　31527395163758799111

R

G

　　416284052647688100112

　　517294153657789101113

Ag

　　6
工8304254667890102114

1

一〇80
　 289
　 328
　　102
　350
　 122
　 263
　 458
− 125
　 217

　 200
　 140
　 250
− 046
　 206
　 133
　 060
　 246
　 038
　 178

一380
− 233
− 113
− 312
− 209
− 343
− 261
− 311
　 093
− 418

一141
　　188
− 032
− 077
　　121
− 158
− 074
　154
　 196
− 043

　 038
− 084
　 125
　 125
− 027
　 188
　 16工．
− 125
− 143
　 066

＿096
− 036
　 088
− 252
− 025
− 206
− 161
− 228
　 090
− 190

　　166
”

　 157
− 061
　053
− 019
　 018
− 039
− 061
　 068
− 111

2
．
49226212197225254200463098309

一〇42
　 095
− 105
　　134
　 214
一

工37
− 252
一 63
　 108
− 315

114174360346244416410275290286　 084
　 158
　333
＿069
　373
　348
　328
　295
　227
．247

一〇92
− 116
− 022
− 201
　 086
　 171
− 053
− 015
− 034
　 194

　　116

　054
　 008
　 06

．
8

− 079
　 019
− 085
− 096
− 165
− 076

　　133
　 232
　　100
　 187
　 252
− 155
− 128
− 096
　 017
− 026

　 050
　　124
− 180
　　139
− 095
　019
− 080
　051
　082
　213

064150295242331367373188183332

一23／
− 180
− 327
− 352
− 333
− 262
− 311
　313
− 370
− 291

132293306206307285331339188286　　158
− 193
− 010
− 029
一ユ43
− 018
　 181
− 056
　 199
− 147

　　174
− 135
　047
　　145
− 152
＿091
− 074
　021
　221
− 121

127220102099215213

．
049077．

171183

一・ 174
　087
マ084
　 057
− 052
　 097 ・
− 082
　088
− 061
− 035

一〇49
　 066
− 019
　135
　125
　114
　067
　 161
　 195
　 187

175．
234221220314261259257332273

　 023
− 057
− 328
　 262
− 054
　 079
　 256
　240
− 133
　 134

296262376264278260198202323337　　146
− 133
− 127
　 145

　 104
− 131
　 136
　 109
　 047
　 070

一〇87
− 097
− 160
− 197
− 120
− 174
− 260
− 225
− 097
− 135

　 202
　085
− 067

．

− 125．
　 153
　 033
− 061
　 023
　e61
− 041

一〇99
　169
　 065
　 204
　 116
　 256
　 104
− 090
　 073
　162

一〇29
− 109
− 122
　 031
− 080
　 107
　 038
　 076
　083
　 127

16914731525714920

 

207176150199
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Table　5 −− 2 項 目の 因子 負荷量

尺 度
1項目

番号

Co

O

N

1

1

C

　 719314355677991103115

　820324456688092104116

1 ll ’ IV V w i顎 hZ

D

171293275199317168467332317400　017
．192
　172
　064
　058
　073
　252
　183
　236
＿Ol9

　040
　010
　034
　 150
− 026
　 110
　 086
　 079
− 077
　 106

　 145
＿019
　 094
　 工21
　 125
　 100
− D97
一 75
− 037
− 078

　096
　075
　084
　 181
　 150
　 079
− 091
　 037
− 126
　 045

　 100
　146
　181
　187
　169
　195
　 141
− 155
　033
　166

　019
− 126
＿059
− 124
− 127
− 146
　 044
　 073
＿040
− 123

072167159164188121329187182223

b

　 921334557698193105117

278370339250273351197349188320236227032257234217313282331187　 012
− 144
　037
　 105
− 031
− 109
　 082
− 169
　 021
　 091

一〇20
　158
　 051
　 158
　 095
　156
　059
　265
　 043
　 086

一〇95
　 089
− O！14
− 148
　 142
　 G83
− 063
− 210
＿138
　 035

一〇24
− 124
　 080
　 041
　 122
− 034
− 124
＿−048
＿．047
　 203

　 112
− 141
　 110
− 028
− 053
− 148
　041．

　 067
　 025
− 194

156278139189177254168352170234

L

10223446587082941061181123354759718395107119

395365483390530442382493432542一〇34
　 098
　 194
　 246

　 025
　 222
　　140
　　／16
　　182
　　104

　 073
− 097
− 016
　 051
　 089
− 031
− 150
− 028
一  52
　　114

　 027
　 05  
一143
− 092
　 057
＿040
− 287
− 168
− 249
− 187

　 051
　G75
　 050

　 158
　 227
　 077
　 094
　 063
＿−051
− 040

　 051
　 116
− 105
− 101
− 016
− 082
− 181
＿306
　 057
＿223

　099
− 009
　 203
　 057
− 075
− 052
− 158
− 134
＿143
− 178
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　435
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　506
　314
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一〇40
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　　！04
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　 016
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− 171
　 095

　177
　054
　118
　 167
　131
　175
　209
　 291
　 226
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　 071
　／13
＿oeg
　O14
　 053
　 0go
＿163
＿  45

　041
　　142

　 183
　 038
　144
　162
　036
　096
＿096
− 090
　 105
　 082

一〇38
− 055
− 009
− G6 
一107
− 082
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− 108
− 060
　 248

　012
　0no2
　070
　038
　097
　 051
− 051
− 177
− 241
　 111

276214267177319187361319358243

［
122436

’

4860728496108120

153245519419322413321268442282072173165266166185024392148325209120126063045106220212032105＿099
− 028
　 110
− 065
　 096
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− 051
− 262
− 183
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　039
　071
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＿024
　049
　014
− 203
− 226
＿189
− 126

＿027
＿106
− 082
− 023
− 025
　 012
　　112
＿014
　　116
− 079

　 043
　 091
＿056
　048
− 072
＿039
　 016
　　135
− 069
　 068

086130354258151262267410307288

393293378447444505335568457533144261154298252117146220

．244172

一119
＿203
　 063
− 055
− 240

　158
− 186
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− 287
− 224

　 124
　 057
　 152
　 156
　 222
　 104
　 050
− 083
　268

　089

一109
− 125
− 033
　 099
− 125
　 工18
　 045
− 151
− 231
− 181

　 123
　 204
−．061
− 028
− 124
− 105
　　105
−・093
−

／49
− 079

　106
　 145
　 136
　 048
　 113
− 095
− 091
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　 015
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Tahle　7 各尺度内項目間の 相関係数

尺　　度　 係数 の 絶対値 の 範囲

1

∬

皿

WVWW

瓢

朕

X
頭

SATRG

 

 

ONICD

，053　　〜　　，487

．115　〜　　．403
．000　〜　　．377

．015　　〜　　．406

．Ol8　　〜　　，468

，010　　〜　　．247

．017　 〜　　，270

．031　 〜　　．480

．086　　〜　　．522

．058　　〜　　．386

．074　　〜 　　．5（）8

．021　　〜　　．459

中 央 値

Table　8 尺 度得点 と 項口得点 と の 相関係数 の 範囲

　　　　 お よ び相関係数 0．5 以 下 の 項 目番号

．2e3

．210

．162

．142

．205

．112

．13L

，146

，237

，221

．248

．175

『

マ 「耳鯔係蜘
　　　　　　i

0．5以 下 の 項 目番号

とい う利点 が ある が ， こ の 検査 の 揚合，各尺度 は もとも

とひ とつ の 次元 に 沿う測定が可能な項 目か ら構成 さ れ て

い る な ら， 第 1 因子 に よ っ て大部分 が カ バ ーされ な け れ

ば な らな い は ずで ある 。 そ の 成否 の 基準 を どの 程度 とす

る か は定 め られ て は い ない が，こ の 検査 の よ うな場合 に

は，少 な くと も第 1 因子 の 寄与 率 は75 ％以上 で あ る こ と

を 期待すべ きで あろ う。い ちお うこ の 基準 か らみれ ば ，

そ の 線に到達 して い る 尺度 は ， 12個の 尺 度の うち 0 尺度

（Fig．1−−8）だ け と い うこ と に な り，基 準 を 70％ に

下 げて もD 尺度 （Fig．1− 12） が加 わ る に すぎない
。
　 R

尺度 （Fig・1− 4），　 Ag 尺度 （Fig ．1− 6），　 Co尺度 （Fig．

1− 7）で は50％以下 で あ っ て ， 少 な くと もこ れ らは 単一

次光 の 測定 を な し うる 尺度 だ と は い えない
。

　各尺 度 の 内的整合性
一…一

各 尺 度内の 項 目が ，そ の 尺度

の 得点 に どの 程度寄与 し て い る か ， っ ま り，Guilford’

の い う内的整含性 がどの 程度で あ る の か も検討 の ひ とつ

の 視点 で あ る。すなわ ち，内的整合性 の あ る尺 度 で は 尺

度 を構成 す る各項 目ご との 得 点 と，尺度得点 と は 高 い 正

の 相関を示 さな ければならな い 。

　結果 は Table　8 に 示 した よ うに ， 相関係数 は すべ て

が 十分 に 高い とは い え な い
。 仮 に ，係数 が ．50 以下 の も

の は高い とは い え な い とし た 揚合，各尺度に は，少 な く

ど も 1項目，多い 場合に は 10項 目中 8 項 目まで が チ z ッ

ク され る こ とに な る。

　以上の 2 つ の 結果 を比較す る と ， 0 尺度を除い て は，

大体
一
致し た結果 で あ っ て ，そ れ らは ， わ れ わ れ の 考 え

方を支援す る こ と とな る。O 尺度 に つ い て は ，　 Fig ．1−

8 に は記 さなか っ たが，こ の 尺度 だ けに 第 2 因子が 算出

され ， し か もそ の 寄与率が高い の で あ っ ℃， す で に述 べ

た よ うに 十 分 に 妥当 な尺 度 だ とは い え な い の で あ る。

1 え1：ll：：1：
皿 　　　　T 　　　　．30〜．61

WR ．29〜．58

VG ．39〜．62

W 　　Ag 　　．39〜．54

、皿　　　Co　　　，38〜．54

靼［　　　O 　　　　．37〜．56

1X　　　　N 　　　　．43〜，66

X 　　　　　I　　　　．43〜．61

X正 C ，37〜，59
「

… 　 i・45− ・69

　1，13，109

．26
，501

・
，
・5

，
27

，
39

，
99

　4，16，40，88，100，112

　5，

　6
，
18，30．42，66，78，90，102

　7，19，43，55 ，
67，91，103，115

　8，32，56，80，104，116

　9，2146

，70

　11，23，59

84

新尺 度構成 の試 み

　 以上の す べ て の 結果 は ，あ る項 目の 意味また は機能が

す べ て の 被検者 に と っ て
一

定なの で は ない の だ，とい う

わ れ わ れ の 考 え を支持す る ように は考 えられ る もの の，

こ こ に 吟味 の 対象 と し て 採 りあ げた YG 性格検査 の 作製

時 に は，当時 の 事情 と し て ， 全検査項 目相互 の 関係を計

算す る こ とが 不可能なた め，そ れ を考慮の 外 に お くこ と

は で きない 。辻岡 （1957） 自身も 「こ れ らの 尺度 の 設定

は 尺度相 互 の 独 立 性 を 問題外 に すれ ば ……
」 と述 べ ．暗

に ，上 記 の 検討が な され ない で い る こ とを 気 にか けて い

る ら しい 点を考慮すれ ば．な お ， 内的整合性 も高 く， 相

互 の 独立性 も確か め られ た 測定尺 度の 構成 を H指 し て，

こ の 検査 の 120 個 の 項 目か ら新尺 度構成の 試 み を し て み

る必要がある 。

　そ し て ，そ の よ うな 努力を し て もな お 項 目の 機能 の 恆

常仮定が 否定 され る な らば ， わ れ わ れ は 新 し い 方法論 に

従 っ た 性格診断の 試 み に 移 っ て い くこ と に なる 。

　 そ こ で 以下 の よ うな こ と を試 み た。す な わ ち，こ こ で

は YG 性 格 検 査 の 120 項 目へ の 応 答の 度数分布，120×

120の 相関行列 1．120項 目 の セ ン トロ イ ド法 に よ る因子分

析 の 資料 をもと：に 新 しい 尺 度 の 構成が試 み られ た。こ こ

に 報告す る 新尺 度 は あ くま で も一試案 で あ り，そ の 妥当

性 ，
YG 性格検査 と の 関係 な どに つ い て は 今後検討 され

な けれ ばな ら な い もの で あ る。

　次 の 手 順 を経 て ，項 目の 選択 ， 分類 が行 な わ れ た
。

　｛1） 応答 の 度数分布表 に も と つ く項 目の 選択 ：新尺度

の 構成 に あ た 1）， 質問項 目
「
は応答 の 偏 りの 少ない 項 目で

あ る こ と を条件 と し た
。 そ こ で 120 項目の うち 応 答 の 偏
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Fig．2− 1 相関係数 ， 因子 分析結果 に も とつ く45項 目の 関係図

1佑
＋ う

’
「

　

　

← ．
† † ）k

〔1）

（2｝

（3｝

叫

 

甦

．グ

　　　　．400以上 の 相関関係の あ る こ と を示 す

　　　　．30G〜．399の 相関関 孫 の あ る こ と を示 す

　　）の ＋ ，0 ，

一
は 左 か ら第 工因子 ，第 2 因 子，

し，因子 負荷量 と 十 ，0 ，

一
の 関係は次の とお りで あ る

　＋ ； （平 均 ＋ ．44 × 標準偏差） よ り大の 場合

　　　（平均 ± ．44 × 標準偏差） め範 囲の 場合

　　　（平均 一，44 × 標準偏差）以下 の 場合

点線 の わ くは下位尺度，実線 は そ の 上位尺度 を示 す 。

大文字 の ア ル フ ァ タッ トは 尺度を示 す。

負荷
．
量 を 示
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Fig・2…一．2 相関係数，因子分析結果 に もとつ く43項H の 関係図

群 酉
歴

一
：：こ ．丶

ワユ kが幻 ぐ超．｝丶つ先 、

　 雛とくFく「彦勾多

／

∠（tOt ） 1
” b．界eXtマ Lr）・亀か ℃

ノ
　 　 い 7 宅 Fび 吟乙7Ws ｝

趨｝こ：聳
、

＼　 ｛卜 † ）　 工

　 、

　 ＼

　 　 、

（t †↑冫d
　　　　　“
多y7

ζラκ’e
’
ヲい

1辞 ヴ ・駆
　 レζ Ψ てベ ヒ 1バ

’r
い

1　 〆

l　l 帰僻 応・「鋏 うこ
’　 〜　 　 　 　 蒔 5

！　 〆

　 ／

／　
　 〆

　 〆

！

／

（† † †　L

　 　 　 　 　 　 ／

　　　　　 ！
　 　 　 　 ／

　 　 　 　 〆

　 　 　 ／

　 　 ／

　 〆
／t

ノ t

／

（†・ り2N
／ 　　　’

LII「10t ！・tv ： ヒ と気
　 　 1：ヤ い
丶

丶
　 丶

1

鱒 困 聾 1痘 、
L

っ P 、）

　 と　Pt　bS−N（C寸 る

、
　＿　ff　＿　　＿　　＿　　

t ’

　 　 　 ／

　 t 　　
t

「
‘T †

一
）Dt

　　 ／
rttt一冫P 　　　　

、
　、

　 〆

／ P つ 准ボ 駈 び えta　o“
　 び ζ v3

胸 嵳頭ζ
魚

（N −
）Dtzfi
　 kfJi ，jlし1 壱 L

　 喫
’
門Lガ ゆくP3 　ノ

　＼ 　　 （t †一）N

　
＼

調 襯 転
丶

　 丶 　　　　　　　　

　　
＼

丶 　　　　
　 　 　 　 丶

　 　 　 　 　 丶　　　　　
　 　 　 　 　 丶

　　　　　　　〔〇 ＋ r 冫 o
＼

＼ 　　　輔 顎 肺 跳 1 τ ・・冫 　　 ／
　 　 　 丶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／

　 　 　 　
、
　　　　　： ピ ρ

、」、
あ ｝　　　　　 ノ

　 　 　 　 　 N 　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　ノ

　 　 　 　 　 　
丶＿＿＿＿＿＿一♂”　　　　（

− tO ）

t

「

ー

ー

ノ

し

尸

1叫 室竃q
・、3、、↑∋

　り が 粟L“＋v あa

『3、、↑、

τ
」
あa

o †
【r

雛 凝 調

E

りの 少 な い 項 目を選ぶ 必 要が あ る。YG 検査 は 「は い 」

「ど ちらともい えない 」　「い い え 」の 三 件法 で応答が求

め られ て い る。そ こ で 「はい 」 と 「い い え 」 の 応答 の 比

が 1 ： 2 （ま た は ， そ の 逆）以下 の 項 目を 偏 りの 少ない

項目と定め た。その 結果66項 目が選出され た 。
F 三g ，

1 の

項 目番号 に ＊ 印を 付けたもの がそ れ で あ る。

｛2｝ 相関係数に よ る 鶴 の 選 出．
・ 次 に 同

一
尺度 を 構成

す る 項 目相互 の 相関は あ る 程度高 くな けれ ばい けな い 。

そこ で他の 項 目と の 相関係数 の 最大値が．300以下 の 項 目

を除 い た 。 （1）と｛2｝の 条件を満 たす項目と し て 43項 目が残

っ た
。 そ の 43項月の 関係 を図示 すれば Fig．2−−1，2− 2

の とお りで ある。

　〔3） 因子負荷量 に よ る項 目の 分類 ： 120項 目の 因子分

析 の 結果 ，

「
第3 因 子 ま で の 寄与率 は75．2％ を占め る こ と

が明 らか に され た （Table　6）。そ こ で 1 ，
　 H ，　 IHの 3 個

の 因子 へ の 因 子 負荷量に よ っ て （1｝で 選 出 され た 66項 国の

分類 が 試 み られ た
。

　分類方法 は 次の と お りで あ る。ま ず ， 因子 ご と に66項
目の 因子負荷量 の 平均値 ％ 標準偏差 σブを求 め た。次
に 那 み の を も とに 各項 目の 各因子 へ の 因 子 負荷量 藺 ノ

を大 （十），中 （0 ）， 小 （一）の 3段階 に分 けた。 さき の

43
項 目の 因子構造 の パ ター

ン は F三g．2 の （　）に示ナ

とお りで あ る。

　〔4） 新 尺度の 構成 噺 尺 度構成 に あ た り次の 4 基準が

設定 され た 。

　 i） 1 つ の 尺度は 3 項目以上の 項 目 に よ っ て 構成され

る こ と。

　 li）同
一

尺度を構成する項貝は．300以上 の 相関係数 O …

連鎖が 認 め られ，

　ili）そ の 連鎖 の 隣 り合 っ た項 目相互 の 因子構造パ ター・

ン が同
一

また は類似 し て い る こ と。こ こ で 類似 とは 3 因

子 の うち の い ずれ か 1 つ の 符号が異な り， 次の 条件 を満

た す もの で あ る。異 な る符 号 の 一
方 が ＋ か 一で あれ ば他 ．

が 0 で あ る こ と， お よび一方が 0 で あ れば他が ＋ か 一で

あ る こ とで あ る。

　iv）同
一

尺度 を構成す る 項 貝の 意味内容 に あ る 程度の 1

共通性が 認 め られ る こ と。

　 こ れ らの 基準 に も とづ き43項 目の 分類が試 み られ た。
Fig．2 の 点線で 囲 ま れ た 項 目は 下 位尺 度を構成す る 項 臨

群 で あ り，実線で 囲 まれ た部分が大尺度で あ る 。

　次に新尺度の 説明を簡単 に し て お こ う。

　A 尺 度一
こ の 尺度は （a）「は に か み 」 とか 「引 っ こ み じ．．
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あ ん 」 で 代表され る 自己 主張 に 関 す る 項 目 （30， 62，

74，98 ， 109， UO ）か ら成 る A1 尺 度 と，（b）自己顕示 意

欲 に 関す る項目 （25，28 ， 37 ， 38， 76）か ら成る A2 尺

度 か ら構成 され る 「対入 関係に関す る 尺度」 で あ る。

　B 尺度一（a）失敗の 恐怖 に つ い て 問 う項 目 （10，35，

72 ， 94， 106） の B1 尺度，（b）無力感 ま た は抑 うつ 的傾

向 に つ い て 間 う項目 （12，92， 1e8， 120）か らな る B2

尺 度 ， （c）不安感に つ い て 問 う項目 （24 ， 47，48）か らな

る B3 尺度 ， （d）神経質的傾向 を問 う項 日 （33，45，58，

69 ，

’
79 ， 81，117）の B4 尺 度 か ら構成 さ れ る 「劣等感

尺 度」。

　C 尺度
一
活動性尺度 とい うべ き尺度で，（a）仕事や動作

の 敏し よ うさを測定す る 項 目 （53 ， 65，113）の C1 尺度

〈b）生 活 に 変 化 や刺激 を求 め る か 否 か を測定す る C2 尺度

（4e，66，114） と ， （c＞思索的か 即行性 か に関 す る C3

尺度 （60，63，111 と 39 ， 52） の 3 尺度 か ら成 る。

　 こ の 新尺度 は あ くまで もひ とつ の 試 み で あ っ て ， そ の

妥 当性 は 今後 さ ら に 検討 され な けれ ばな らない で あ ろ

う。そ の 検討は第 2 報告で 行 な い た い と考 え，今 回 は新

尺度 の
一
試案の 提出 に とど め る。

要 約

　われ わ れ は，新 し い 性格診断法 を研究して い く な か

で ， 方法論上 の 閙題 に気 づ い た。そ れ は，質問型式 で 与

え られ る検査 項 Elの 反応が ， 相 互 に独立 したもの で は な

く，相 関 連 し て ，全体 と し て 被検者の 内部状態 を反映 し

て い る の で あ る こ と ， した が っ て ，各項 日の 被検者 の 内

部状態に よ つ て 異な b ， 必ず して も検査作成者 の 期待 し

た も の と
一

致 し な い こ と で ある 。

　こ の こ とが，さ らに 多くの 資料 に よ っ て 確 か め られ る

な らば，性格診断法 の 方法論は 重大な課題 に直面す る こ

とに な る 。

　こ こ で は ， 現在 わ が 国 で 最 も よ く標準化 され た検査の

ひ とつ と して の YG 性格検査を選び ， その 検査 を構成し

て い る 12個 の 尺度の 全項 目に つ い て ， 項 目相互 の 相関関

係 か ら検討 を加 え た 。得 られ た 結果 は 次の とお りで あ っ

た。　 ．

　（1｝全項 目の 相関係数 の うち ， 相対的 に高い 相関係数

は，同一尺 度 に 含 ま れ る 項目相互 の 問 よ りも，む し ろ 異

な る尺度に 含ま れ る 項 目相 互 の 問に 多 か っ た。

　   全項 目の 相関行列をセ ン ト ロ イ ド法 に よ り因子分

析 した結果，3個の 因 子 に よ っ て 75．2％が 説明され ，け

っ し て 12個 の 尺度 に 対応 し た 因 子 負荷状況 を 示 し て い な

か っ た。

　（3〕 各尺度ご との 主軸法に よる 因子分析 の 結果 ， 第 1

因子 に よ っ て カバ ーされ る程度が70％以上 の 尺度 は 2 個

で あっ たが ， その 1 っ は第 2因子 に も高い 寄与率 が 認 め

られ た e

　（4） 各尺度ご との 内的整合性を検討 し た結果 すべ て

の 項目が ．50 以上の 尺度得点との 相関を示す尺度 は 1 つ

も な か っ た。

　以上 の 結果 は，方法論的課題 の 存在を明らか に 示唆す

る も の で あ る。

　わ れ わ れ は ，し か し ， な お，測定尺 度構成 の 方向で研

究 を進 め ， さらに 課題 の 性質を明確 に した うえ で 結論 を

くだ し た い と考えて い る。
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ABSTRA ．CT

METHODOLOGICAL 　INVESTIGATION 　ON 　THE 　DIAGNOSIS 　of　PERSONALITY

　　　　　　　BY 　MEANS 　OF ΩUESTIONN 　AIRE −TYPE 　 INSTRUMENTS

　　　　　　　　　　　　
− On 　Yatabe−Guilford　Personality　Inventory一

Aritsune　Tsudzuki
，

Nagoy α σniwe ア苫吻

　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　 Kijun　Oda，

Nzg ・ツα M 癜 ψ αZ　W 碗 eガ 5 」磁 ・ r　C・llege

＆ Masao 　Suzuki

Nag ’
oya 〔・Tni ・wersitiy

　　 On 　investigatirlg　the 　quest三〇 nna 量re −type　d量aguo −

sis　of 　personality，　 we 　 find　 a　methodological 　prob −

1ern．工t　is　that　responses 　to　the 　test　iterns　of 　the

queStiOnna 三re ・type 　inStrUment 　 are 　nOt 　 mUtUally 　 in−

dependent ，　but　a　COrrdative 　 reflection ，　a 呂 awhOle ，
of 　the 　subjects

’
　inner　state ．

　　For　the 　function　of　 the　 each 　 item　 to　 subjects

is　deternlined　by　the 　subjects
’ inner　state

，
　it　dQes

not 　always 　agree 　with 　the 　test−maker ’
s　expectations

lf　this　is　 proved 　by 　the 　further　investigation，　 this

methodo 重Qgy 　of 　diagnosis　Qf　persenality 　will 　lead　to

aserious 　 problem 。

　　 In　th三s　paper ，　 we 　dealt　 with 　 one 　 of 　 the 　 most

standardlzed 　 questlonnaires　 YATABE −GUILFORD

壬）ERSONALITY 　INVENTORY ，　 all　the 三tems 　 of 　12

scales 　of 　which 　the 　inventory　is　 made 　were 　corre −

lated　 with 　 each 　 other 　 item．

　　Results　of 　our 　investigation　fellew．

1） In　the 　correlation 　coe 伍cients 　among ・11　 ite・ins
，

　　the 　number 　of 　 cornparatively 　high　correlations

　　in・the 　 different　 scales 　 were 　 greater 　 than 　 the

　 　 correlations 　 in　 the 呂ame 　 one ．

2）　As　a　result 　of 　 the 　 centroid 　factor　 analys ；s　 of

　　 correlation 　 matrix 　 on 　all　the 三tems ，　 we 　 inter−

　　 preted　 75．2％ with 　 three 　 factors　 which 　 were

　　 ident量fied．　 And 　 these 　 factor　 ioadings　 did　 not

　　 cortespond 　with 　the 　12　 scales 　of 　Y −G 　persona −

　　 1ity　inventory．

3） A ・ ・。・di・g … h・ ・e ・・1・ ・f　f。 ・・。，　an 。ly，f，　by
　　princ三pal　ax 三もmethod 　of 　each 　scale

，
　we 　expla −

　　ined　tw ‘｝ scales 　 ab （⊃ve 　70％ by　 the 　 first　 faごtor
，

　　but　orle 　of 　them 　has　a　hlgh　rate 　of 　contributiQn

　　 iP　　second 　factor．

4）　As 　the 　 result 　Qf 　re −test　of 　the 三nternal 　consis −

　　tency 　 of 　 all　 the 　 scales ，　 we 丘nd 　 n 。　 scale 。f

　　 which 　 al 】．　 the 　 items　 correlate 　 ab （）ve 　 O．5with
　 　 scale 　score ，

　　These　results 　qlear ］y　Suggest 夛
d　that 　the 　metho −

dological　problems 　are 　important ．　 Nevertheless 　we

wiH 　centinue 　 with 　further　investigation　toward 　the

determinatiQn　 of 　measurable 　 scales 　on ．maklng 　clear

the 　 nature 　 of　the 　 problem ．
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