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想 像 物語 に み られ る 達 成動 機 づ け の

実 験 的喚起 の 効果
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問 題

　想像物語 の内容分析か ら人間 の 社会的動機 を測定す る

試み と し て ．Murray （1943 ）に よ る TAT の 方法があ

る。McClel ］and （1953）は ，こ の TAT 法 を適 用 し て ，

社会的動機 の うち で 特 に 達成動機 （achievement 　 mo −

tive ） を測定す る 方法 を発 展 させ た 。こ の 力法 を発展 さ

せ て い く過程 で ，McCle ］tand（工958）は 動機を 測定す る

上 で の 基本的 な基準 を い くつ か 述 べ て い る が ， そ の うち

働 機 の 測定 に お い て は ， 動機の 存在，な ら び に そ の 強

度の 変化 が，測 定値 に 敏感に反映 され ね ばならな い
”

ま

た
“
動機 の 測定値に は，そ の 動機 だ け の 変化 が 反映 され

ね ばな らな い
IP

とい う基準 を 強調 し ， 彼 ら の 測定法 が こ

の 基準 を満 た し うる か ど うか を検討す る た め に ， 被験者

の 達成動機を 実験的 に 喚起 させ ，こ の 事態 で 書 か れ た 想

像物語 の 内容 を分析 し た。

　McClelland ら （19　53） は，教示 と課題達成動機の 喚

起 の た め の 手がか りか ら ， リ ラ ッ ク ス 事態，中性事態，

達成志向事態別 に 被験者群を構成 し ， 達成志向事態 に は

さ ら に 成功条件 ， 失敗条 件，成功
一

失敗条件の 3経験条

件 を加 え た。こ れ ら諸事態下 で 課題 を遂行 し た 後 に
，

TAT 法に よ っ て 想鱇物語 を被験者に書か せ，そ の 内容

を分析 し た
。

そ の 結果 ， 達成動機の 喚起水準 の 違 い が想

像物語 の 内容 の 違い と し て あ らわ れ．喚起水準 と達成動

機の 存在を示 す内容 の 量 とが 対応 し て い た 。ま た経験条

件 の 違 い に よ っ て も， 物語 の 内容 に 変化 や影響が み られ

る こ と も明らか と な っ た。 Hayashi と　Habu （1962）

も，わ が 国 に お い て 同様 な 問題 を扱 っ て い る 。彼 ら の 結

果 も， 達成動機 の 喚起水準 の 違 い が ， 想像物語 に よ っ て

測定 され た 達成要 求 （1コ Ach ） の 強 さ に 対応 す る こ と を

明 らか に した
。

　 ま た ，
Atk 三nson （1957）は，達成動機 づ け （achieve −
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ment 　 m 。tivation ）の 強 さ が，動機 X 期待 × 誘因 の 関数と

して 決定され る と して い る が
そ

彼 の こ の 理 論 モ デル に よ

る と
， 課題 に対 す る 成功期 待 が 異 な る こ と に よ っ て 達成

動機づ けの 強度が違 って くる こ と が 示 唆され る
。

そ こ で

こ の 成功期待 を実験的 に 操作して ，Murstein と C 。11ier

（19．　52），
MurStein （1963 ），

　 EaSter と Murstein （1964 ＞

は 想像物語 の 内容を分析 した 。 最初 の 研究 で は 実験条件

の 効果が想像物語 に有意な影響 を与 えな か っ た が，第 2

の 研究で は 有意 な 影響が認 め られ た 。ま た第 3 の 研究 で

も実験条件の 効果 が 認 め られ ， Atkins。 n の モ デ ル で 達

成動機 づ け の 強度が よ り強 い と され る 実験条件 に お い

て
， 想豫物語 の 内容分析 の 結果 が ， 動機づ けを よ り強 く

反映す る 傾向 を示 し た 。

　 さ て本研究 で は ， 達成動機の 測 定 に お け る 基本 的 な 問

題 に つ い て 再検討 を加 え て み る こ と に し た 。 す な わ ち，

被験者 の 達成動機 づ け の 水準が 高 まれ ば ， 彼 ら に よ っ て

書か れた想像物語 の 内容 に それ が 反映 され る だ ろ う，
と

い う予想をた て た ， そ し て 従来 の 研究 で 示 さ れ た よ う

に，そ の 傾向が成人 だ け で な く，児童 ・生 徒 に お い て も

同様 に認 め られ る か ど うか を検討し た 。 また ， 本実験計

画 に み られ る よ うに，同
一

被験者を再度測定す る こ とで

達成動機 づ け の 効果を検討す る 点 は ，従来 の 研究方法 と

異な っ て い る。な お ま た本研究 で は，わ が 国 の 児童 を 対

象 と す る 測定図版 の 試作 も意図 され て い た
。

方 法

　測定図版 の作成　TAT 法 を適用 し て 達成動機 を測 定

す る た め の 図版 は，McClelland （1953）らに よ っ て す で

に 作成 さ れ た も の が あ る が ， わ が 国 で 特 に児童 を対象 に

そ れ を適用する 場合，い くつ か の 難点が 経験的 に 指摘 さ

れ る 。す な わ ち，刺激と な る 図版 の 手 が か り の 適切性が

問題 で あ り，こ れ が子 ど もの 想橡物語 の 内容 に 特異 な偏

り をもた ら し，そ の た め達成要求得点 を採点す る判定カ

テ ゴ リーの 出 現率 に 偏 りが現 わ れ る。そ こ で ，わ が 国 の
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堤童 を対象 に し て 達成動機 を よ 9 適切 に 測定 て き る 図版

が 必 要 と な る 、まず ， 児童 の 日常生活場 面 を検討 し ， 比

較 的 辻 成動機 を喚起す る 手 が か り を含 む と老 え ら れ る場

面を図版化 し ，
15枚の ス ラ イ ト （e ノ ク ロ ） を作 製 し

た。そ し て 集団俵で そ れ ぞ れ の 図版に つ い て想像物語 を

畫か せ た ， 測定対象は ， 小 X6se　S　q 牛か ら中
’
≠校 2年生

ま で の 児童 ・生 徒 1057名 て あ っ た 。 各図版 に つ い て 書 か

れ た想像物語 を McClelland ら （1953）の 判定規準 に従

っ て ，
AI （達 成 動 機 づ け に 関 す る 記述 が 明 確 で あ る 場

合 ）7TI （達 成 動 機 づ vj に 関 す る 記 述 が 明 確 て な い 場

合 ），
UI （達 成動 機 づ け と は 無関係 な 記 述 で あ る 場 合）

に 分類 し．そ れ ぞ れ の 出現牽 を検討す る と と も に，想 像

臻邏鑑鸚幾業

霧縛

物語 の 内容 の 偏 りに つ い て も同時 に 検討 した
。

そ の 結果

FIG 　 1 に あ け た 5 枚 の 図版 （京教大 7e年 版 ） か 適切 な

もの と して 選 は れ ， 児 竜 用 測 定図版 と し て 本 研 究 に 用 い

る こ と に し た m

　被 験者　小学校 6 年生 の 児童 （4 校 か ら 各 2 学級）を

被馼者と して 選 び J 最終的 に 分析資料 と し て 利用 で きた

の は 232 名 （男 了 n6 名 女 了 116 名 ）で あ っ た 。

　実験条件　実験条件 の 導入 は教示 に よ る もの で ，辻成

動機 を喚起 し ， で き る た け動機 づ け水 准 を高め る よ うに

し た 喚起事態 と，特 に意図的に動機づ け な い 中性事態 ど

に 区別 し た 。ま た，喚起事 態 て は ， 達成不 麦を高 め な い

よ うに特 に配 慮 し た。つ ま り，喚起事態 で は， 2種類 の
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課題 （知的 な 1乍業 を 必 要 と す る もの ）を与 え ， が ん ば っ

て高 い 得点 を得る こ と を 目標 と し，また 努力す る ほ ど 高

い 得点 が 得 られ る ： と を 強調す る よ う教示 す る。そ し て

達成要求得点 の 測定 は ，こ の 課題 の 遂行直後 に お こ な

う．中性事態で は こ の よ うな操作をお こ な わ な い
．

　実験計画 　実験 は 2 期 に 分け て お こ な い ，こ の 間隔は

約 2か 月 で あ っ た 。被験者を喚起事態群と 中性事態群 に

分け，第 1期 で は 両群共 に 中性事態下 で 達成要求得点を

測定 し，第 H 期 で は，喚起事態群 は 喚起事態 で ，中性事

態群 は 中性 事態下 で 再 び達成要求得点を測定し た ，
こ れ

らの 関係は TABLE 　 1 に 示 され て い る。

　　　　 TABLE 　 l　Experimeatal　Design

A ，。 u 、edg ，。 up 　 i　N 。u ・，a19 ，  up

　 N ＝li6　　　　　　1　　 N ＝ 116
　 　 　 　 　 　 　 　 i

Ses ・i・ n 　 U 　Neu … 1 ・itu・tl・明 … t・a1 ・ituati・ ・

　　　　　　 卜 　 　　 　　 　　　 i
Sessi。・ 田 A ・・ u ・ ed ・i・・ a・i・ n 　1　neu ・・ al　・i… ti・n

　達成要求 の 得点化 　上述 の 如 き 京教大70年版を 用 い て

達成要求得点 （nAch 得点）を測定 した D 測定は集団で

実施す る 方法 を と り， 約20秒問 ス ラ イ ド で 図版 を提 示

し ， そ の 後約 5分間 で 想像物語 を書 か せ た。McCle1 ！and

の 判定規準 に従 っ て 想像物語 を AI，　TI，　 UI に 分類 し，

AI に は 2 点，　 TI に は 1 点，　 UI に は 0 点 を得 点 と し て

与 え た 、なお こ の 得点 の 重 み づ け を検討 す る た め ，
AI，

T 工，UI の 出現率 に 基 づ き Likertの 方法 を適用 し た とこ

ろ ，
ほ ぼ

一
致 し た 数値 と な っ た。各物語 の 得点を合計 し

て 個入 の 達成要求 得点 と し た 。得点化に際 し ， 2 人 の 採

点者が 各物語 を別 々 に 判定 し
， 各判定を照合 し て 決定す

る方法を と っ た 。

の 方法 を 用 い る な ら ば予想され る 分布型 で あ る
。 す な わ

ち，AI と か TI と判 定され る 想像物語 の 数は 少 な く（A ［

は 16 ．3％ ，
TI は 22．2％）， ま た 想 像物語の 数 も少 な い か

らで あ る。故 に，現行の 方法に よ っ て 測定 され た達成要

求得点 は，あ る 臨 界水準以上 の 達成動機水準 を測定 し た

もの とみ な し て よ い だ ろ う c 従来 の ほ とん どの 実験的研

究 で は ，達成動機水準 を 2 水準 ま た は 3水準 に 分類 し て

い る 程 度で あ る か ら ，
こ の 点 は そ う問題 に は な ら な い で

あ ろ う。

　喚起事態群 と 中性事態群の 平均達成要求得点 を 2 期 に

分け て 示 し た の が FIG．3 で あ る
． 中性事態下 で 測定 し

た 達成要求得点 の 平均 は ， 2．7 か ら 2．8 の 範囲 で あ っ た

が ， 喚起事態下 で 測定 した場 合 3．4 と な っ た。す な わ

ち，中性事態群は第 1 期 で は 2，7 で 第 皿期で は 2．8 と な

り，喚起事態群 は 第 1 期 で は 2．8 で 第 ∬期 で は 3．4 と な

つ た．

結果 と考察

　達成要求得点 の 分布　第 1 期 の 中性事態下 で 測定 した

達成要求得点 の 分布は ，
FIG 　2の よ うに な っ た “．図 か ら

明 らか な よ うに
， 得点 の 分布 は

一
rE規型 で は な い が ， こ れ

は 判 定規準 の 性質 と測定図版 の 枚数 に よ る もの で ，現行
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Sessjon　I SessionlI

　喚起事態の想像物語 に およぼす効果

て い る よ うな 測定条件の 効果を検討す る た め に，共分散

分析をお こ な っ た。分析 を お こ な うの に達成要求得点 の

分布を正 規化 し たほ うが 望 ま し い の で ，分析 に 先 だ ち達

成要求得点を丁得点 に換算し た，共分散分析 の 結果 は ，

TABLF ．2 の 如 くに な ！，教示導入 の もつ 効果 が 有意 で

あ る 傾向を 示 し た。 F値は 5 ％の 有意水準に は 達 し なか

っ た が ，測定 し た 内容が想像物語 の 分折で あ る の で 上述

の 結論を導 い た
。

つ ま り喚起事態下 で 測定 し た達成要求

　 ExpeTimenta ユ sessi   n

Mean 　 n　 Ach 　 sceres 　 for　each 　groups

under 　 experimental 　situations

　　 　　　　　　　　　　FIG ．3 に 示 され
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得 点 は
， 中性事態下 で測定 し た 揚 合に 比 べ て，高 くな る

傾向が明 らか とな っ た 。す な わ ち，達成動機 を喚起 し，
で きる だ け 動機 づ け水 準を高 め る よ うに した と こ ろ，想

像物語 の 内容 に 達成動機 づ けが 含ま れ る よ うな 記述 の 増

大が み られ る こ と を示 し て い る 。こ こ で ， 2 期の 測定 に

お い て中性事態の 場合に達成要求得点 が変化した か ど う

か 確か め て お く必 要 が あ る
。 平均達成要求得点 で は，第

n 期 の ほ うが わ ず か に高い 得点 を 示 し た が
， そ の 差は 有

意 で なか っ た （t− 0．734， df− ll5，、50＞P ＞、4e）．
さ

らに第 1 期と第 n 期 の 相関関係を級内相関 で 求 め た と こ

ろ，r ；．617 と な ）， か な り高 い 相関値 が 得 られ た 。こ

の こ と は，両 期に わ た り達成要求得点 の 現わ れ が，各被

験 者に おい て か な ！・一
貫 し た 傾向を もっ こ とを 示 し て い

る。

TABLE 　2　Analysis　 of 　 covariance

Source SS dfMS F

Situa亡ions 　 　 l87 ．0439 　 1187 ．（143931i24

Error　　　　　　13587 ．2160　　　229　　 59、3328

Total ／3774．2599　　　e30．

F．。5（1，200）＝3，89　F．10（1，200）＝273

　達成動機水準 との関係　想像物語 に お よ ぼ す喚起事態

の 効果 が，達成動機 水 準の 個 人 差に よ っ て 違 うか もしれ

な い 。こ の 点 を検討す る た め ， 第 1 期 で 測定 し た 達成要

求 得点 の 分 布に基づ き，　高水準群 （H 群 ），　中水 準 （M

群 ）， 低水準群 （L 群） に 被験者を分類 した 。分類 の 基

準 は，T 一
得点 で 45以

』
ドを L 群，55以上 をH 群 と し ， そ

の 中間 をM 群 と した 、， nAch 得点 で 示 す と，
　 H 群 は 4

以 上 ，
M 群 は 1 〜 3 ，　 L 群 は 0 で あ る。各水準 が もっ 心

理学的特質が ま だ 明 らか で 加 ・ うえ 1こ
， 測定上 の 限界 な

ど も考慮され る 点 か ら，各水準群別 に分析を お こ な うこ

と に した 。

　ま ず第 1期か ら第且期 へ の 達成要求得点 の 変化値の 平

均 を求 め ，喚起事態群と中性事態群 の 間の 変化値の 平均

TA亅BLE 　3Mean 　Variatlり n 　Scores　of 　n 　Ach 　from　 Session　I
to　Sessiop　［ for　Three 　 n 　Ach 　 Levels．

　　 Level　　　 High 　 n　 Ach 　　 Middle　 n 　Ach
（nAch 　score ）　 （more 　than 　4）　　　　 （1〜3）

の 差を 検定 し，また同時に各群 の 第 1期と第皿期 の 得点

の 差 も検定 し た。そ の 結果 は TABLE 　3 の 如 くで あ る 。

第 1期か ら第ll期 へ の 得点 の 変化 は，実験事態に か か わ

りな く，H 群で は 低 くな り，　 M 群と L 群で は 高 くな る 傾

向を示 した。H 群 で 低 くな っ た こ と に つ い て は ，ま ず測

定上 の 限界 を 考慮 し て お か ね ば な らない だ ろ う。
つ ま

り ， 限 られ た 想像物語数 の な か か ら さ らに高 い 得点を得

る こ とは ， 高得点者 に と・
っ て 困難で あ る。故 に高霧点を

維持し て い る か どうか とい う意味 で ， nAch 得点が ど

れ だ け低 くならなか っ た か とい う点 を検討 す る こ と がむ

し ろ 重要 に なる だ ろ う。検定 の 結果，喚起事態に お い て

も中性事態に お い て も，得点 の 有意な減少 は み られ な か

っ た。ま た 両 事 態問 の 減少 傾向 に も有意な差 は 認 め られ

な か っ た。す な わ ちH 群 で は教示 導入 に よ る喚起事態 の

効果を示す証 拠 が 認 め られ な か ・
：・た 。次に M 群の 結果 を

検討す る と，得 点 が高 くな る傾 向に つ い て両事 態間 に有

意な差 は認 め られ なか っ た 。し か し 中性事態 で は 第 1 期

か ら第 H 期 へ の 変化が 有意 で なか っ た の に 対 し ， 喚起事

態 で は有意で あ っ た。こ の こ と は ， 明確 で な い に し て も

喚起事態導入 の 効果 を示 唆 し て い る
。

L 群 に な る と こ の

効果が は っ き り と認 め られ る 。す なわ ち，両事 態問 に 有

意な差 が 認 め られ ，ま た喚起事態 で の 得点 の 変化 も有意

で あ っ た ．と こ ろ が 中性事態で も得点の 変化が 有意 で あ

る。故 に L 群 で は ，教示導入 に よ る 効果 の ほ か に ，得点

を高 め る よ うな 再 テ ス トの 効果 が み られ た と 考 え ら れ

る 。

　 こ れ らの 結果 か ら， 達成動機水準 と教示導 入 に よ る 喚

起事態 の 効果 との 関係 は 次 の よ うに 要約で き よ う。す な

わ ち ， 喚起事態 を導入す る こ と に よ る 効果 の あ ら わ れ

は ，達成動機水準 が 低 い ほ ど は っ き りす る
。

さ らに
， 達

成 要求 得点 の 高ま り に は，喚起事態 の 効果の ほ か に 再テ

ス トの 手 続きに よ る 効果 が は た らき，実際 の 得点 の 変化

に は こ れ ら 2 つ の 効果 が 影響し て い る
。 喚起事態の 効果

は 達成動 機の L 水準か らM 水準 ま で あらわ れ る が，再テ

ス トの 効 果 は さ ら に低 い 永準 に しか あ らわ れ ず，1、水準

　　　　　　　　　 で 認 め られ た 。

要 約

Low 　 n 　 Ach
　　 （0）

Aroused

Neutral

　 　 　 　 　 　 　 　 1
　 　 　 　 t＝＝O．656
　 　 　 　 　 　 　 　 　

　，27　　df＝40　　1 十 ．91

　　　　鬯、，7。、1
− ，67　　df＝42　　

1 一
ト．76

　 　 　 　 NS

t＝37191
df；53　　1十 1、38
P 〈，001
t＝1．946
df；45NS

ttest ｝
t＝°．7

緊sdf
＝82

　j　t＝ ：°・48
蟄s　

df＝98

　 　 　 　 t＝ 4．242
　 　 　 　 df＝　20
　　　　P＜．OQl
　 　 　 　 t；2、337
十 ，56　　　df；26
　　　　P＜．05

t＝2，101
，　df＝46

　　 P ＜．05

　本研究 の 目的 は ， McClelland

が 搆摘し た動機測定 の 基準 ， す な

わ ち
‘
動 機 の 測定で は ， 動機 が存

在す る か 否か とか ， そ の 強度 の 変

化 が，敏感に反映 さ れ ね ばな ら な

い
”

お よ び
“
動機 の 測定 で は，そ

の 動機 だ け の 変化 が反映 さ れ ね ば
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な らな い
”

と い う 2 つ の 基準に従 っ て ，実験的に達成動

機を喚起 し た 場合 に 想像物語 の 内容に変化 が 生 じ る か ど

うか を 検討す る こ と で あ る
。

　被験者は 小学校児童 232名 で，各児童 は 約 2 か 月 の 聞

隔 をお い て TAT 形式 に よ る 達成動 機 の 測 定 を 2 回 うけ

た，実験条件 は教示 で導入 し ， 達成動機を喚起す る 喚起

事 態 と中性事態 と し た。第 1 期で は，全被験者が中性事

態 で 想 像物語を書 き，第 H 期 で は 半数が 中性事態 で （中

性事態 群），残 り の 半数 か 喚起事態で （喚 起 事態群）想

像物語 を書 い た
。

　想像物語 の 内容 か ら M ・α ・11andらの 判定規準 に従 っ

て 達成要求得点 を求 め ， 喚起事態導入 に よ る 効果 を 分析

し た 。 両事態群の 第 1 期か ら第 n 期 へ の 平均達成要求得

点 の 変化を共分散分析した とこ ろ，条件導入 に よ る 効果

が有意 で あ る こ と が 認 め られ た 。す な わ ち，喚起事態 を

導入する こ と に よ っ て 想像物語 の 内容 に達 成動機 づ け を

示 す記述 内容 が 増大 し た。さ ら に，こ の 効果 の あ らわ れ

を達成動機水準 との 関連 に お い て 検討す る た め，高達成

動機群，中達成動機群，低達成動機群 の 3 つ の 群 に 分け

た 。測 定上 の 制限 な ど が考慮 され ね ばな らない が，全体

的 に み て 達成動機水準が低 い ほ ど，喚起事態 の 効果 に よ

る 影響が大 きか っ た
。

　 また，わ が国 の 児童 を対象 と す る 達成動機測 定用 の 図

版を試作す る こ と もで きた 。
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