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展 　 望

時間的展望 に 関す る文献的研究

都 筑 学＊

　我 々 は，自己 の 将来 に さま ざ ま な 目標や希望 を持ち，

そ し て ， それ ら を実現し よ う と努力す る 。 そ の 際，立 て

られ た 目標や希望 の 実現に向け て ，我 々 が ど の よ うな行

動 を と る か は，目標や希望 の 具体的な内容 に よ っ て 決定

され る 。 こ の よ うに ， 自己 の 心理学的な未来 は 現在の 我

我 の 行動 を制御 し，組織化 す る よ う な力動 的 な役 割 を果

た す 。

　 こ の こ と は ， 古 くは 193e 年代 に lsraeliが行 っ た ， 心

理 学的未来 の 展望 と現在 の 情緒と の 間 の 相 互 連関 に つ い

て の
一

連 の 研究 に よ っ て 明 らか に されて い る 。理論的 に

は ，Frank （1939）が 初 め て 時間的展望 （tirne　 perspe −

ctive ）の 概念 を提出し，文化的 に決定され た 時間性（tem −

porality） に 関す る 態度お よ び 過去 や未来 の 間 の 力動的

な相 互 作用 が 現在 の 人間 の 行動 に影響 を与 え る と主張 し

た 。 次い で ，Lewin （1942） は，時間的展望 を場 の 理 論

に お け る 生活盛間 の 要素 の ひ と つ と し て 位置 づ け ， 個入

の 生活空間が現在だ け で な く未来や過去 をもそ の 申に含

ん で お り， 個人 の 時間的展望 と モ ラ
ー

ル と の 間 に は 密接

な 関連 が あ る こ と を示 した ．そ の 後 ，1950年代 に 入 り，

時間的展望 と非行 ， 社会階層 との 関係 を明 らか に しよ う

と す る 実証 的 な 試 み を初 め と し て ，時問的展望 の 構造や

意味 を明 らか に し よ うとす る多 くの 研究が なされ る よ う

に な っ た。さ らに また，臨床心理学 の 分野 か ら も，All−

port 〔1950）や Maslow （1962）な ど を初め と し て，多 く

の 研究者 か ら，現実 の 人 間 生 活 に お い て 未来が果た し て

い る 重要な役割が 指摘 され て きた 。

　 こ の よ うに時間的展望 は ， 人間 の 行動 を理解す る うえ

で 重要 な概念 で あ る と言 う こ との で き る もの で あ る。そ

れ ゆ え ， 時間的展望 を研究 す る た め の 多 くの 研 究技 法 が

開発 され ， 年齢，パ ー
ソ ナ リ テ ィ 特性 な ど の 主 体の 要 因

との 関連 が 検討 され て き た 。しか し な が ら ， 現状 を見 る

な らば，研究者聞 に 十分 な 共通理解 が な さ れ て い な い た

めに ， 研究 の 相 互 関連が不 明確で あ P ， 研
：
究成果が完全

に 統合 され て い な い とい う問題 が存在 し て い る 。こ の よ

うな状況 の 中 で ， 時間的展望 の 概念に つ い て の 理解 を深

＊ 　大 垣 女 子 短 期 大 学

め ，研究 を発展 させ る た め に ， 従来 の 諸研究 を 系統的 に

検討す る こ とは 意義深 い こ とだ と思 わ れ る 。そ こ で 本稿

で は，時間的展望 に関す る従来の 心理 学的研究を概観 し，

概念や構造 ， 研究方法 ， 現実 の 諸要因 と の 関連 の 視点 か

ら分類，整理 を行い ，時間的展望研究 の 到達 点と問題 点

を明 らか に し ， そ し て ま た ，今後 の 研究方向 を展望す る

こ とを目的 とす る 。

1．　 時間的展望の概念 ・構造

　1＞　概　念

　時間的展望 は time　perspective の 訳語 で あ る が，個

個の 研究者は こ れ 以外 に も time 　orientation ，　 temporaI

orientation ，　 temporal 　 perspective，　 temporal 　 experi −

ence などの 用語 を，十分 に 定義 しな い ま ま，そ れ ぞ れ微

妙 な ニ ュ ア ン ス の ち が い を伴い な が ら用 い て い る 。そ の

た め に ， IVallace＆ Rabin （1960 ）に よ っ て 指摘され た

「時間的展望 の 概念定義 が 曖昧 で あ る 」 と い う状態 は ，

今 H もそ の ま ま続 い て い る 。

　 こ こ で は，従来 の 研究に お い て な され た 概念定 義 の 中

か ら代表的なもの を取 り上げて 検討す る こ と に よ っ て，

時聞的展望の 概念 に つ い て の 理解 を深 め て み た い
。

　最 も
一

般 的な定義は，「あ る
一
定 の 時点 に お け る 個人

の 心理学的過去 お よ び 未来 に つ い て の 見解 の 総 体 」 （Le −

win ，1951） で あ る 。 こ れ は ， 主 と して 時間的展望 の 認

知 的 な側 面 を定義 した も の で あ る。同 様 な も の に は ，

「個入的な未来 の で き事 に 関す る 時問的調節と配列化」

（Wallace，1956） が あ る 。こ の 2 っ の 定義 の 違 い は，

Lewln が時間的展望 を過去 と未来 の 両方を含 ん だ もの と

し て 捉 えて い る の に 対 して ， Wailace は 時間的展望 を未

来 に 限定 し て 捉 え て い る 点 で あ る 。 特 に未来 と い う点を

強調 す る揚合 に ， future　 time 　 perspective と い う用語

が用 い られ る こ とがあ る 。また ， 「現地点 で 知覚 さ れ た

地位との 関連 に お け る 過 去 お よ び未来 の 評 価 」 〔Hultsh

＆ Bortner ，1974）は ， 時問的展望 の 惰緒的な側面 を定

義 した も の で あ る 。

　 こ れ らの 定義か らわ か る よ うに ， 時間的展望 に は ，個
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人 が 自己 の 過去や未来に どの よ うなで き事 を想起あ る い

は 予想す る か と い う認知的側面 と個人 が 自己 の 過 去 や 未

来に 対 し て どの よ うな 感情 を持 っ て い る か とい う情緒的

　（態度的 ）側面 の 2 つ が含ま れ て い る 。 研究者 の 中に は ，

両者を区分 し，別 々 の 用語 を用 い て い る 者 が い る D 例 え

ば，Lessing 〔1972） は cognitive な側面 と cognitive −

rnotivational な側面 と を区 別 し，　 Lamm ，　 Schmidt ＆

Trommsdorff （1976）は 認知的要素と して の future　time

perspect｛ve と態度的要 素と し て の future　 orientation

とを区別 し て い る 。

　本稿 で は ， 時間的展望 （time 　perspective） の 概念 を

最 も広義の 意味 と して と ら え る 立場 に 立 つ 。 す な わ ち ，

時間的展 望 の 中に 認知的 な 側面 と し て の 狭義の 意味で の

time　perspective と情緒的 （態 度 的）な側面 と し て の

time 　 orientation や time　 attitude が 含 ま れ る と考え る。

　2） 構　造

lD認知的｛則面

　1．extension （広 が り）　 Wallace （1956）が最初に

定義 して 使用した もの で あ り，「概念 化 さ れ た 将来 の 時

間的範囲 の 長 さ」 を指 して い る 。類似の 概念に は ，
ac −

tion　time　 span 　（LeShan，　ユ952），　 tempcral 　extension

（Cottle，1968）．　 extensity （O
’
Rand ＆ Ellis，1974），

subjective 　llfe　 expeetancy （Farnham −Diggory，1964）

な どが あ る 。こ れ らは い ずれ も研究技法の ち が い に よ る

用語 の 差異 と考 え て よ い もの で あ り，例 え ば ，
tell−me −

a −story に よ っ て 測 定され た extension は 慣例 と し て

action 　time 　span と呼ば れ る 。 Woh 艮ford （1966） は ，

extension を過去 と未来 の 両方向 に向か っ た もの で あ る

と考 え， 互 い に異な る用語 を用 い る こ とを提唱 し，過 去

への extensi 。 n を retrotension ，未来 へ の extension を

protension と名づ け て 区別 し て い る。同様に，　 Epley ＆

Ricks （1963） は，　 action 　time 　 span を過去 の 方向と未

来 の 方向に分け て考え，そ れ ぞれ を retrospective ，　 pro−

spective と呼 ん で い る 。
extension は ， 通 常主 に年数 を

指標 と して 用 い られ る が ， Klinsber9（1967）や Teahan

（1958）は ， 言及 され た で き事 の うち で 現在，過去，末

来 の い ず れ が 多 く出現 し，優勢 で あ る か に 着 目 して ，

predeminance と い う用語 を使 っ て い る 。

　2・density （密 度 ）　 Kastenbaum （1961） が最初 に

使 用 した 用語 で あ り， 「幗人 が未来に 予想す る で き事 や

経験 の 数」 を意味 して い る。Rizzo （1967）は ，文章完成

法 を用い て ，未来だ け で な く過去 に お け る density を捉

え よ っ と して い る 。

　3．coherence （
一

貫 性 ）　 Wal 】ace （1956）が最初1こ

用 い た もの で あ り， 「概念化 され た未来の 中に お け る 組

織 化の 程度」 を指 して い る 。類似 の 概念 に は，sequence

（O
’
Rand ＆ E ）lis，1974）や differentiation　〔：Ezekiel，

1968） が あ る 。

　4．direction（方 向 ）　 こ れ は extension と関連 の 深

い 概念で あ り，過去 ， 現在 ， 未来の 3 つ の 時閲的領域 の

中で，ど の 領域 に 対す る 志向性が強い か と い うこ とで あ

る 。先ほ ど述 べ た predominance 〈KIinsberg ，
1967 ；

Teahan，1958） と い う概念と も近 い もの で あ る と思わ

れ る。

〔2精緒的側面

　1．time 　relatedness （時 閻 関 連 性 ）　 時問 の 統合性 と

も言 うべ きもの で あ ± P 過去 ， 現在 ， 未来が どの 程度関

連性 をも っ て 捉 えられ ， か つ 統合 され て い る か を指 し て

い る （Cottle，1967）。

　2，directionality（方 向 性 ）　Knapp ＆ Garbutt（1958）
や Kastenbaum （1961） が 用 い た 概念で あ り，「現在 の

瞬間 か ら未来 へ と移行す る 感 覚」を意味す る 。 す な わ ち ，

時間 の 経 過 に っ い て の 感覚の こ と で あ る 。

　3．pers 　onal 　time 　perspective （偶 人 的 な 時 間 的 展 望 ＞

　Bortner ＆ Hultsch （1972）が情緒的側面 の 時間的展

望 を示す概 念 と して 用 V た も の で あ D，希望 の イ ン デ ッ

ク ス と し て の protension と過去 か ら の 進歩の イ ン デ ッ

ク ス と し て の retretension と に 分 か れ て い る 。定義は

既 に述 ぺ て あ る よ うに ，現在と過 去 ，現在 と未来 の 主観

的評価の 差 の こ とで あ る 。

　4．time 　 attitude （時 問 的 態 度 ）　 主 に 評定法 に よ っ

て 検討 され て い る もの と して ，time 　anxie 亡y （時 間 不 安 〉，

time　COmpetenCe （時闘能力），　 time　pOtenCy （時 間 潜

在 力 ）， time 　evaluatio 【1 （時 間 評 価 ） が あ る 。

　5．affective 　 meaning （情 緒 的 意 味 ）　 Bauer ＆ Gil−

lies（1972　a ，　b）は，未来に お け る で き事 の 主観的意味

を， 評価 （evaluation ）と潜在力 （potency ） との 積 に よ

っ て と らえ よ うと し て い る 。同様 に，Sobel ＆ McGuire

（1977） は，未来 に お け る で き事に対す る 主観的満足度

を， 主観的生起確率 （subjective 　 probability） と 価値

（value ） と の 積に よ っ て 捉 え よ う と し て い る 。

　6，そ の 他　Ezekiel （1968） が 伝記分析 を通 し て 考え

た demand ，　 agency や lsraeli （1932 −1933 ＞ の impor −

tance が あ る 。

　因 子 分析的研究 を行 うこ と に よ っ て ，時 問的展望 の 構

造 に 関す る 検討 が なされ て い る の で，そ の 結果 をまとめ

て 示 し， 時間的展望 の 構造内の 柑互 の 関係 に つ い て 考 え

て み る 。

　Kastenbaum （1961）は story 　completion （extension ），
12−com 【non 　life　event （density　l，　 coherence ），　 Who
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will　 you 　be 〜（density　2｝，　 Time 　 Metaphor 　Test （di−

rectlonality ） を高校生 209 人 に実施 し，その 結果 を因子

分析 した 。 す る と，directi。nality を除 く他の 5 つ の 測

度が
・t一

ま とま りに な っ た一般時間的展望因子 が 抽出 さ れ ，

3 尺 度問 の 関連性 が 深 い こ とが 明 ら か に な っ た 。と こ ろ

が ，directiona1ity は 池 の 尺度 と相関が低 く， 時問的展

望 の 別 の 側面 を測定 し て い る と考え られ た 。 し か しなが

ら，Ruiz ，　 Reivich ＆ Krauss 〈／967）が Time 　Reference

Inventory ，　Incomplete　Tought 　Test，　Thell　me 　a　story ，

story 　 completion ，過去 2 週 間 に考 え た り話 し た り し た

こ と を言 う，の 5 課題 で 9指標 を と リ，大学生 45人 に 実

施 し た 研究 で は 異 な る結果が得 られ て い る 。す な わ ち ，

ス ピ ア マ ン の 順位相関 を算出 し た と こ ろ ， 9指標間 の 相

関 が抵 く，今後 の 研究 で は 2 つ 以上 の 尺度 を用 い る べ き

で あ る と い う提案 が され て い る 。
Piatt，　 Eisenmann ，

Delisser＆ Darbes （1971）は ， 時問的展望 の 次元 の 意

味 を理 解す る こ と を 目的と し て ， Time 　Metaphor 　Test ，

Events 　Test，　 Impersonal 　Future 　Extension ，　 Future

Density　I， i［の 6 尺度 とパ ー
ソ ナ リテ ィ

ー特性 9 尺 度，

計15尺度 か ら な る 検 査 を大学 生 に 実施 し た 。 男女別に 因

子 分析 を行 い 6 因子 を抽出 し た が， 6 つ の 時間的展望 の

尺 度問 の 関連 は うす く，明 確 な 時間的展望 の 因子 と い っ

た もの は 確認 され な か っ た 。

　 以 上 の よ うに，現在ま で の と こ ろ 時間的展望 の 構造内

に お け る 相 互 連関性 は 十 分 に は 解明 され て は い な い が，

時間的展望 は 全体 と し て ゆ る や か な構造 を な して い る と

・
考え られ る 。

2， 時間 的展 望 の 研究方法 ・技法

　従来，時間的展望 を研究する た め ， 多くの 技法 が 開発

され て きた 。小 宮山 （1973a ） は 投影的方法 と質 問紙法

と に分 け ，
Nuttin （1979） は 形式 的 （formelle） ア プ ロ

ーチ と 具体的 （materielle ） ア プ ロ
ーチ と に分 け て い る

が ， それ ら は 認知的側面 を主 と して 研 究 す る 技 法 で あ る。

そ の 他 に ，
Hoonaert （1973 ＞が 示 した よ うな情緒的側面

を研 究 す る た め の 技法 もあ る 。こ こ で は，時間的展望 の

研究技法 を投映法的技法 ， で き事 に つ い て の 技法，情緒

的側面 を測定す る 技法 の 3 つ に 分け て 考察す る 。

　 1）　投映法的技法

　 1 っ の 流 れ と し て ，tell−rne −a−story （LeShan ，1952），

story
−
completion 　（Brandt ＆ Johnson， 1955〕，　 TAT

〔Teahan ，1958） な ど，自由に また は 導入 の た め の 文章

や 絵を見 な が ら物語 を作 る と い う技法 が 古 くか ら実施 さ

れ て きた 。 こ の 技法 の 短所に は ， 用 い られ る刺激材料 の

絵画 や文章に よ っ て 結果が左右され やす い こ と があ る 。

ま た，物語 の 内容 か ら時 間的展望 の 指標 を判断 す る の が

難 し く， 研究者に よ っ て指標の と P方 が 多様で あ る とい

う問題点を持 っ て い る 。こ の よ うに，こ の 技法 は妥当性

と い う点 で 若干 の 問題 は あ る け れ ど も， 達成動機 な ど と

関連づ け て 分析 が で きる こ とや時間的展 望 の 内容分析が

行 え る な どの 長所 を持 っ て い る 。

　 こ れ以外 に，Cottleは一連 の 研究 に お い て，時間的展

望 を様 々 な側面 か ら検討する た め の 投映法的 な技法を考

案 し た 。
Circles　Test （Cottle，ユ967）は 過 去、現在，未

来 を円 に た と え， 3 つ の 円を描か せ る もの で あ り， 3 つ

の 円の 大 き さや 位置関係 か ら time 　 relatedness が 明 ら

か に され る。Circles　 Test の 妥当性 に つ い て は ， わ が 国

に お い て も，田 中 （1974） や高橋 （1976，1977，1979）

に よ っ て 検討 され て い る 。
Lin 巳s　Test （Cottle ＆ Pleck ，

1969）は 1本 の 棒を過去，現在．未来に分け させ ， そ の

長 さ を指標 とす る も の で あ る 。 同様 の 手 法 は， Cohen

（1967）に よ っ て も用 い られ て い る 。Money 　Garne （Cot−

tle，1969） は 過去 ， 現在，未来に対 して支払 う金銭の額

か ら， それぞれ に 対す る態度を測定 し ようと す る技法 で

あ る。Judson ＆ Tuttle （1966 ） の six −mu ！tiple−choice

questions も ， ほ ぼ同様 の ね らい を持 っ た 技 法 で あ る 。

な お，Cottleの 用 い た 技法 に つ い て は，　 Cottle（1976）

の 中で ， そ の 背景 も含め て 詳 し く論 じ られ て い る 。

　 Rackeach ＆ Bonier 〔1960）は使用 され た動詞 の 時制

の 頻度分析 を行 い ， Ruiz，　 Reirich ＆ Krauss （1967）は

Incomplete　Thought 　 Test に よ る動詞 の 時制 の 分析を

し て い る 。こ れ らは ，得られ た結果 か ら過去，現在，未

来 の ど の 領域への 志向性 が 強 い か を検討す る 技法 で あ る 。

Rychlak （1972）は 自由連想法 を用 い て 被験者 に連想反

応 をさせ ，結果 を独 自な視点 か ら分析 し て い る 。

　 2）　 で き事 に つ い て の 技法

（D 自発的 な 方法 （被 験 者 が 自 目1に で き 事 を 言 う力 法 ）

　 Events　Test （Wallace ，1956），　 Experiential　Jnven −

tary （Cottle，ユ968），　 Important 　Events （Kastenbaum ，

196 ユ），Persenal 　Association （Wohlford，1966），Social

Time 　Perspective（O
’
Rand ＆ E ！lis，1974）は，い ず れ

も自分 の 将来 に 起 きる と思 わ れ る で き事 を被 験者 が 自由

に数個 か ら10個言 う技法 で あ る 。

　 Farnham −Diggory （1964） の Expectancy　Questien−

naire や Sobe1 ＆ McGuire （1977）の 研究 で は ，実験者

が あ ら か じ め
一

定 の 時期 （例 え ば ，
5 年 後 や ユ0年 後 な ど）

　を指定 し，そ の 時 に 自分 の 人 生 に 何 が 起 きる か を被験者

に 予想 さ せ ，そ の 反応 を求 め る技法が用 い ら れて い る 。

　　こ れ ら の 技 法 は，個 人 が 自分 の 将来に どの よ うな種類

の で き事 が 起 き る と考え て い る の か とい う，時間的 展 望
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の 内容 を明 らか に する こ と が で き， ま た そ の 時期 を分析

す る こ とが で きる 。

　 Teahan （1958）は，最近 2 週間 に お い て被験者が 考 え

た り， 思 っ た りした こ とを列挙する 技法 を用 い ，反応 を

分類 した 。類似 した もの に は ，Eson ＆ Greenfeld （1962），
Cameron （1972）が 用 い た技法や勝俣 （1973）の Time
Perspective　Test が ある 。 こ れ らは，個 人 の 日常生活 の

中か ら時間的展望 を明 らか に し よ うとする 技法で あ る 。

　 こ れ以外 の もの に は，Ezekiel （1968）の 研究で使わ れ

た m   kautobiography が あ る 。こ れ は，被験者に 自分

の 将来 の 計画 に つ い て の 手記 を書い て もらい ，そ れ を分

析す る もの で あ る 。

　（2）実験者が 用意 した 項 目に解答す る 方法

　 1．人生 の で き 事 に つ い て の 質問　個人 の 人生 に お い

て起こ り うる 最 も代表的，
一般的な で き事 （例 え ば，就

職 や 結婚 な ど） を準備 し ， 被験者に対 し て ， それ らの で

き事が自分 の 将来に 生起す る か どうか の 有無 とそ の 時の

年齢 と を質問す る技法 で あ る 。こ れ に は，Kastenbaum

（1961）の common −lifeevents，　Stein ＆ Craik （1965）
の Future 　Events 　Test，　 Q分類 を用 い た Braley＆ Fre −

ed （1971） の Temporal　Orientation が あ る 。こ れ らは，

指標 が は っ き りし て い る の で ，分析 が 容易 で あ る とい う

特徴 を持 っ て い る 。

　2，文章完成法　こ れ に は 大 きく分 け て，2 つ の タ イ プ

が あ る 。
1 っ は ， Lessing （1968）の lncomplete 　Sen・

tence 　Test （例 ： 私 が …歳 に な った 時 ， 私 は …で き る 。
の 質問 に 対 し て 自由 に 解 答 す る ） で あ り， 前 に 述 べ た

人生 の で き事に つ い て の 質 問 と似 て い る 点 が あ る 。も う

1 っ は ，
Nuttin （1964） の Sentence 　Completion　Test，

Roos ＆ Albers （1965） の Time 　Reference　lnventory

（例 ： 私 が 最 も 幸 福 な の は 過 去，現 在 ， 未来 で あ る。の

質 問 に 対 し て ど れ か に ○ を す る ）で あ る 。こ れ らは，過

去 ， 現在，未来 の どの 領城 に 対す る 志向性が強 い か を明

らか に す る 。

　3） 情緒的側面 を測定す る 技法

　 工つ に は，前述 した Time 　Perspective（Bortner ＆

Hultsch
，
1972）や Future　Events 　Questionnaire（Bau −

er ＆ Gillies，1972a ； 1972b ）の よ うに ， 直接的に未来

の で き事 に つ い て の 主観的 態度 を検討す る技法 が あ る。

　他方 に は ， 質問紙法 や SD 法 に よ っ て 情緒的側面 を明

らか に し よ うとす る技法が あ る 。 リ ッ カー トタ イ プの 質

悶紙法 に は，Time 　Metaphor 　Test （Knapp ＆ Garbutt

1958），Attitude　Scale （Goldrich，ユ967），
　 TP 皿ス コ ァ

ー
　（Shybut，　1968），　Ternpc〕ral 　A 亡titude　 Inventory

（Cott監e ，
1971），　 Future　Time 　Perspective　Inventory

（Lessing，ユ972），　Temporal　Experience 　Questionnaire
（Wessman ，1973），　 Inventory　of　Temporal 　Experi−

ence （Yonge，1975），　 Future 　Time 　Orientation （Gje−

sme ，　 1979）が あ る 。 また ，　 SD 法 を用 い て ， 過去 ， 現在，

未来 に 対す る内包的意味 を測定し よ うとす る 技法 に は，
Cottle（1969），　 Menaham （1972），　 Lens （1975）が あ る。

3．　 時間的展望に関 する従来の研究の

　分類 ・整理

　 従来，時間的展望 に 関す る 研究 は ，一方 で は extensiDn

や density などの 認知的側面 を明らか に し よ うとす る 研

究が あ り，他方 で は 時間的態度や時間的意味空聞な どの

情緒的側 面を明 らか に し よ うとす る研究が あ り，こ れ ら

の 2 つ の 方 向 か ら行わ れ て き た 。こ こ で は ，そ れ ぞれ の

研究分野 に お け る従来の 到達 点 に つ い て，要因 ご とに ま

と め て概観す る 。

　 1） 認知的側面

　 1．年齢　児童 ・青年 を対象と した 研究 に は， 次 の よ

うなもの があ る 。Wohlford ＆ Herrera （1970）は ， 4 ・

5 ・6年生 に お い て extension に 差が な い と い う結果 を

得 て い る 。 し か し なが ら，そ の 他 の 研究 に お い て は ， 年

長 の 考 の 方 が 未来 の ex 亡ension が 長 く（Klinsberg ，
1967 ；

Lessing
， 1972；Shannon ，1975），過去 の extension が

長 く （Cottle＆ Pleck
，
1969），そ し て，　 density が大き

い （Trommsdorff ，　 Lamm ＆ Schmidt
， 1979） こ とが

明 らか に さ れ て い る 。時 間的展 望 の 内容や統合 の 程度 に

関 して は，Lessing （1968＞が ，
5 ・8 ・11年生 に お い て ，

学年 が 高 い ほ ど空想的な 内容 か ら現実的な内容 へ と変化

し て い くこ とを示 し，Co亡tle，　 Howard ＆ Pieck （1969〕
の 研究 か らは ， 年長 の 方が よ り time 　related で あ り ，

か っ 年少 の 方が近 い 経験が多い こ と が わ か っ て い る 。山

中 （1970） は，中学校 2 年生 と 大学生 に お い て ， 将来 の

で き事の 予想 は 社会や世 の 中に関す る こ とよ りも自分に

関す る こ と の 方 が 多 く，非希望的 な もの よ り も希望的 な

もの の 方が多く，遠い 将来 の こ とよ り も近 い 将来 の こ と

の 方が多い こ と を示 し た。佐藤 ・豊島 （1979）は ，普 通

高校 と職業高校 の 高校 3年生 で は 時間的展望 の 内容が 異

な る こ とや 1年以内 の 近い 将来 の 予想 が 両群と もに 多 い

こ と を明 らか に した。こ れ らの こ と か ら，年齢 が高 くな

る ほ ど時間的展望 は 長 くな り，そ の 内容 も現実的 なもの

に な る と言え よ う。

　次 に，青年と老入 の 時間的展望 の 長 さや内容に つ い て

検討し た 研究 か らは，以下 の こ とが 知 られ て い る ， Kas・

tenbaum （1963） は，66− 89歳 の 老人群は 18− 24歳 の 青

年群よりも未来の extension が短い こ と を示 し た。し か
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し ， 両群に は cognitive 　futurityに は差が み られな か っ

た eCameron （正972） は，18 歳か ら 70 歳以 上 ま で を対

象に ， 年齢と ともに未来志向的な思考が 減少 し ， 現 在志

向的な 思考が増加す る こ と を見出 した 。Toban （1970）

に よ れ ば．19− 48 歳 に お い て ， 年齢 の 若い ほ ど未来の

extension が短 い と い う逆の結果が得 られ て い る が ， 相

関 は r ＝ ．37 で あ b，そ れ ほ ど高 くは ない 。こ れ ら の 研

究 か らは ， 青年は老人 よ りも時間的展望が長 く， 未来志

向的 で あ る と言え る 。

　2．社 会階層　LeShan （1952） が， 8− 10 歳 の 中流階

層 の 子 どもは 低階層 の 子 どもよ り も， 未来 の extension

が長 い こ と を示 し て 以来，多 くの 研 究が行わ れ て き た 。

Lessing （1968）は 5 ・8 ・11 年生 で ，
　 Kendal 三 ＆ Sibley

（1970＞は 11− 13歳 で ，ORand ＆ Eilis（1974） は 大学

生 と職業訓練生 と の 問に， Lamm ，　 Schmidt ＆ Trom −

msdorff （ユ976） は 14− 16 歳で 同様 の 結果 を得て い る 。

し か し な が ら，∫udson ＆ Tuttle （1966） の 研究 で は ，

6 年生 に お い て 両者に 差は み られ な か っ た 。ま た ，Cot−

tle　＆　Pleck　（1969 ），　Cottle　et　al．　（1969）　｝ま ，　12− 18

歳 に お い て 上流階層は過去志向的で ，中流階層は未来志

向的で あ る こ と を見出 して い る 。

　 Brim ＆ Forer （1956 ） は 高校生 に 入 生設計に つ い て

イ ン タ ビ ュ
ーし ， そ の 結果 と父親 の 職業 （P〈．01）， 父

親 の 教育水準 （P〈．01） との 間 に 有意 な 相関 を得 て い る 。

これ ら の 結果は，個入 の 時間的展望の 長さは社会的環境

の 影響 を受けて 変化する こ と を示 して い る 。

　 3．非行　Barndt ＆ 」。hnson （1955）は ， 非行児は 正

常児 よ りも未来 の extension が 短 い こ と を 示 した が ，同

様な結果 は ， Davids，
　 Kiddler ＆ Reich （1962＞，　BTock

＆ Giudice （1963），　 Stein
，
　 Sarbin ＆ Kuiik 　（1968），

Siegman （ユ961＞ に よ っ て も得 られ て い る 。

　 Ricks，　 Umbarger ＆ Mack （1964）は 15− 17歳 の 非

行少年 を 2 群に分 け，実験群に は 11か 月 に 及 ぶ 職業 セ ラ

ピーを実施 し ， そ の 間何 の 指導 も行 わ な か っ た 統制群 と

比較 した と こ ろ ，実験群は 統制群 よ り も未来 の exten −

sion が長く な る こ と を示 し た 。普通 の 大学生 に お い て

も ， カ ウ ン セ リ ン グの 効果 は実証され て い る （Matulef，

Warman ＆ Brock ，19〔漣 ）。

　 Megargee ＆ Price （1970） は ， 正 常児 と非行児 を単

純 に 比 較す る従来 の 研究 を批判す る 立場か ら，収容施設

に 入 れ られ た非行少年が収容期間に よ っ て 時間的志 向性

に ち が い をみ せ る か ど うか を検討 し た 。 すなわち ， 収容

1 週問後， 6 か 月後，出所 1 週 間 前の 3群 の 時間的展望

を比較 し， 3群 とも同
一パ タ

ー
ン で 未来志向的で あ る こ

と を見出 し た 。そ こ か ら，未来に 焦点 を当 て た カ ウ ン セ

リ ン グの 必要性 が 強調 され て い る 。 同様 の こ とは ， Lan −

dau （1976），
　 Tro 皿 msdorff ＆ Lamm （1980）の 研究 に

お い て もみ られ，非行経験と施設収容経験の 2 つ の 要因

を別 々 に 分離 して 検討す る こ との 必 要性 が示唆され て い

る 。ま た ， Black ＆ Gregson （1973＞は 21− 24歳 の 正

常者，初犯，常習犯 の 3 群 を比較 し，正 常者は未来志向

的 で あ る の に対 して ， 初犯，常習犯 は 現在志向的 で あ る

こ とを示 し て い る 。 こ れ らの こ とは ， 非行 を犯す者 の 時

間的展 望が短 い とい う こ と は 必 然 的 な もの で は な く．む

し ろ カ ウ ン セ リ ン グな どに よ る治療教育が重 要 で あ る こ

と を示 し て い る 。

　 4．精神病理　精神分裂病患者な ど の 時間 ， 空 間概念

が崩壊 して い る と い う見解は古 くか ら指摘され て い る 。

195  年代ま で の 研究に っ い て は Orme （1962）が詳 し く

論 じ て い る が ， その 後 の 研究 か らは 以下 の ような こ とが

明ら か に され て い る。

　 Wallace （1956〕 は ， 精神分裂病患者 の 未来 の exten −

sion が短 く，coherence が低 い こ とを見出した 。Shybut

（1968）は ， 中度精神分裂病患者 は 正常者 よ りも exten −

sien が 短 く． 重度精神分裂病患者 の extension は さ ら

に 短 い こ と を示 し た 。Fouiks ＆ Webb （1970） の 研究 で

は ，慢性精神分裂病，ア ル コ ール 中毒，うつ 病，急性精

神分裂病，正 常の 5 群の 比較が行わ れ，正 常群に く ら べ

て 他 の 4 群は extension が過去 ， 未来ともに 短 く，慢性

精神分裂病群は 混乱 した 反応が多い こ とが示 さ れ た 。 同

じ よ うに ，
Roos ＆ Albers （1965） は ， ア ル コ

ー
ル 中毒

患者の 未来の ex しens 正on が正 常者に 比 較 して短 い こ と を

見出 し て い る 。 ま た ，
Dilling ＆ Rabin （1967）は ， 精 神

分
・
裂病患者や抑 うつ 病，患者は 正 常者よ り も extension カ！

短 く，coherence が低 い こ と を示 し，　 Braley ＆ Freed

　（1971＞ は，神経症や精神病の 患者 の extension が 正 常

者 よ りも短 い こ と を示 し て い る 。 勝俣 （ユ974） は ， 破瓜

型分裂病患者は 現在志向的 で あ る こ と を見出 した 。さら

に，精神病患者と正 常者と の 間 に は ，時 間 的 展 望 の 内容

の 面 に お い て も差 が あ る こ と が わ か っ て い る （Farnham −

Diggory，1964 ；19〔浴）。 こ の よ う に，精神分裂病や 神

経症な どの 患者と 正 常者と の 問に は ， 時間的展望 の 長 さ

や質 に差異 が あ る こ とが 明 ら か に な っ て い る 。 し か し，

精神分裂病と神経症 とで は ， 未来の extension に 差 が な

い と い う結果が得られ て い る （Stein＆ Craik，ユ965）。

　 5，性別　Platt＆ Eisenman く1969）は，大学生 に お

い て ， 男子 よ りも女子 の 方が densityが 大 きい こ と を示

した 。そ れ に 対 し て ，Lamm 　 et 　 aL （1976） は ，
14 − 16

歳 の 男子 は女子 よ り も職業 に つ い て の denslty が 大 き い

こ と を示 し，Trommsdorff 　et 　 al．（1979）は，14− 16 歳
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の 男子 の 方 が 女子 よ ） も職業に つ い て の extension が 長

い こ と を示 し た 。こ れ に 関連 し て ，大学生 が 自分 の 将来

に 起き る と 予想す る で き事 は ， 男子 で は進路や職業 に つ

い て が多く，女子 で は 家庭や育児 に つ い て が 多 い こ とが

見 出 さ れ て い る （都筑，1981 ）e そ の 他の 研究 で は，15−

16 歳 を対象 に し た Davids　 et 　al ．（1962）は，男女間に未

来 の extension に差が な い こ と を見出 し，　 Wohlford ＆

Herrera （1970）は ，
4 ・5 ・6 年生 に お い て ，女子 は 男子

よ り も過去 の extenSion が 長 い とい う結果 を得 て い る。

Cottle，　 Pleck＆ Kakar （1968） は，13− 20 歳に お い て，

男子 は女子 よ り も遠 い 未来 の で き事が多 く，未来志向的

で あ る こ と を示 し た 。 こ れ らの こ とか ら，時 間的展望 の

長 さ に は 性差 は み られ ず，む し ろ，そ の 内容 に ち が い が

あ り，そ れ は男女間 の 性役割の 差異に関連 して い るの で

は な い か と思 わ れ る e

　 6．人生 の 満足 　Lessing （1972） は，人生 に 対す る満

足度と extension と の 関係を検討 し，9− 11 歳で は 人 生

に満足 して い な い 者の 方が未来の extension が長 く，よ

り空想的 な 色彩 が 強 い の に 対 し て ，12− 15歳 で は 人生 に

満足 して い る者 ほ ど extension が長 く， 現実的 な 時間的

展望 で あ る と い う結果 を得 て い る。こ の 研究か らは ，人

生 に 対す る 満足 と時間的展望 の 長 さとの 関係 は ， 年齢 に

と もな っ て 変化 す る こ とが 示 され て い る 。 しか し ， 植田

（1980） の 研究 で は ，中学生 と大学生 に お い て ， 自己 満

足度と 過去，未来への 志向性と の 間に は 明確な関係は 見

出 され て い な い 。

　7．学業成績 　Teahan 　 U958） は ，
7 ・8 年生 で 上位 の

成績の 者は 下位 の 成績 の 者よ りも未来 の extensi   n が 大

きい こ と を示 し，Lessing （1968）は，学業成績や IQ の

高 い 者ほ ど extension が長い こ と を見出 し た 。
　 Epley ＆

Ricks （1963 ）は 大学生 に お い て ，　 O
’
RanCl ＆ Ellis（1974〕

は 17一ユ9 歳 に お い て ， 学業成績の 下位，中位，上位 の

順に未来 の extension が長 くな る こ とを示 し た 。 また ，

小川
・
高橋 ・吉野 ・長 塚 （1974） は ，小 学生男女，中学

生男子 に お い て ，高成績群の 方 が e ！xtensien が長 い と い

う結果 を得 て い る。以 上 の 研究 か ら， 学業成績 と時間的

展望 の 長 さ と の 間に は 正 の 関係 が あ る と言 え る 。

　 8．パ ーソ ナ リ テ ィ 　 パ ーソナ リテ ィ 特性 と時閏的展

望 と の 関係 に っ い て 検 討 し た研究 は数多 くあ り ， 様 々 な

パ ー
ソ ナ リテ ィ 特性 が 取 り上げ られ て い る。

　 Locus 。 f　c 。 ntrol の lnternalな者 と External な者 と

を比較 し た研究 で は，大学生 に お い て 1 タ イ プ は E タイ

プ よ ト） ｛，extension ，　density が大 き い こ と が 示 され て い

る ［．Pk しt ＆ Eisenman ，1968）。同様 の 結果 は ，　 Robert−

son （1978） に よ っ て も得 られ て い る 。

　Klinsberg （1968）は，1（｝− 12歳に お い て ，満足 の 遅

延 群 は 即時群 よ り も現実的 な 時間的展 望 を持 ち，未来志

向的 で ある こ と を示 し た 。
Mischel ＆ Metzner （1962）

は，幼児か ら小 学校 6 年生 に お い て，満 足 の 即時群は 遅延

群 よ りも exten5ion が短 い 傾向に あ る こ と を見出 し た 。

た だ し ， Gjesme （1979）の 研究 で は ，達成動機に くらぺ て

満足 の 遅 延 は 2 次的 な 要因 で あ る こ とが示 され て い る 。

　 R。bertson （1978） は，大学生，大学院生 で 顕現性 不

安の 高い 者ほ ど extension が 短 い こ とを示 した 。同じ く，

Epley ＆ Ricks （1963） は，大学生 に お い て ，不安 と 未

来 の extension との 間 に ．63 の 相 関を得 て い る。ま た，
Rych 】ak （1972） は ， 不安 の 高い 者ほ ど心理的な現 在が

長 く，未来 に つ い て の ス テ
ー トメ ン トが 少な く， 現在に

つ い て の ス テー トメ ン トが 多 い こ とを見出 した 。さ ら に，

Rychlak （1973）は，　 MMPI の 得点 の 高位群 と普通群と

を比較 し，普 通群は 高位群 よ b もポジテ ィ ブな未来 の で

き事 を多く話す の に 対 し，逆に 高位群は ネガ テ ィ ブ な で

き事を多く話 す と い う結果 を得 た 。
Ruiz ＆ Krauss

（1968） は ，高不安群は 現在や未来 の 時制をあ ま り使用

し な い こ と を示 し た 。同 じ よ う に ， KraUSS ＆ Rujz

（1967　a，b）は ， 高不安 の 者 ほ ど現実志向的 で ，未来 の

こ とは あ ま 夢考 え な い こ と を 示 した 。
Krauss ，　Mozdierz

＆ Button （1967）は ，現実場面 に お い て 同様の 傾向を 見

出 し て い る 。こ れ らの 結果 か ら，不 安 と時間的展望 の 長

さ と の 間 に は 負 の 関係があ る と言え る 。

　Rokeach ＆ Bonier （1960）は ，　 Dogmatism 　Scale を

用 い て ， 独断主義 （dogmatism ） と時間的展望 との 関係

に つ い て 検討 して い る。そ の 研究 か らは ，clo5ed 　system

の 入 の 方が open 　 system の 人 よ b も未来志向的 で あ る

こ と が わ か っ て い る 。 しか し ， Jacbby（1969） は ， 独断

主義と未来 の extension との 間 に 有意な相関 を認 め る こ

とが で きな か っ た 。

　 Ellis，　 Ellls，　Mandel ，　 Schaeffer，　Sornmer ＆ Sommer

（1955） の 研 究 で は，フ ラ ス トレ
ー

シ ョ ン 耐性 と未来 の

extension と の 問 に は 有意な関係 は 見 ら れ な か っ た 。

Platt ＆ Taylor （1967） は、ホ
ー

ム シ ッ ク に か か っ た 大

学生 は extens ｛On が 短 い こ とを示 した 。

　9．比較文化的研究　Wohlford ＆ Herrera （1970）は，

9− 13 歳の ア メ リカ人 は キ ュ
ーバ 人 よ りも過去，未来 の

extension が大き い こ と を示 し た 。Toban （1970） が 14

− 48歳 の 黒人 と プ エ ル ト リ コ 人 を比較 し た 研究 で は，両

者に ち が い は な か っ た eMeade （1971）は，大学生 に story

completion を実施 し， ア メ リ カ人 は イ ン ド人 よ り も未

来志向的な内容 を多 く述べ る とい う結果 を得た 。同じ く

Heckel ＆ Rajagopal （1975） が 大学生 を対 象に 行 っ た
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研究 で は ， ア メ リ カ 人 とイ ン ド人 との 間 に は extension

や densjty な ど の 差は み られ た が，しか し，内容は類似

し て い る こ と が 示 され た 。
Roberts ＆ Greene （ユ971），

Lessing （197工），　 Sheikh ＆ Twerski （19ア4｝，　 Shannon

（1975）は，ア メ リカ 国内 の 人 種 の 差に っ い て 検討 し て

い る が ，共通 し た結果 は 得 られて い な い
。
Meadie （1972）

は，イ ン ド国内 の 8 つ の 下位文化間の 比較検討 を行 い ，

未来志向的 で 高 い 動機 づ け を持 つ 下位文化 と 過去志向的

で 低 い 動機 づ け を持 っ 下位文化 と に 2分 され る こ と を示

し た 。以上 の よ う に，数多 くの 国民 や 人 種 を 対 象 に し た

研究 が 行われ て い る が，現在まで の と こ ろ
一

貫 し た結果

は 得・られ て い な い 。

　 2） 情緒的側面

　 1，年齢 　Bortner ＆ Hultsh 〈1972），　 Hultsh ＆ Bort −

ner （1974） は ， 老人 の 時間的態度が 60 歳以後，過去志

向的 に な っ て い くこ と を見出 し た。同 じ よ うに ，Tsien −

Lee 〔1974） の 研究 で も，青年 は 老人 よ りも未来 を ポ ジ

テ ィ ブ に見て，現在をネ ガ テ ィ ブ に 児 る とい う結果 が得

られ て い る。勝最 （1972）は ，高校 生 ・大学生 と 30 ・4 

歳と の 間 に は時間的認知 の 様式に 差 があ る こ とを示 し た 。

同様 に ， Menaham （1972） の 研究か らは ， ／7− 21 歳 の

青年群は 22− 29 歳 ，
30 − 39 歳 ，

40 歳以上 の 成人群 とは ，

過去，現在，未来 の 時間的意味空間 に お い て 差異 が あ る

こ と が わ か っ て い る。ま た ，Wallach ＆ Green （1961）

は，老人 は青年 よ りも swift な比喩 を好 む こ と を見 出 し

て い る 。こ れ ら の こ と か ら，年齢 に と もな っ て 時間的態

度や 意味空閲 は 変化 し，一
般的 に 老人 は 青年 よ り も過去

を志向する よ うに な る と言え る。

　 2．精神病理 　Calabresi＆ Cohen （1968）は 丿 大 学生，

精神病患者 ， 神経症患者 に45項 目の 性格に 関する質問と

46項 目 の 時間 に 対す る 態度か ら成 る 質問紙 を実施 し た。

時間に対す る態度 を因子 分析 した結果 ，
4 因子が抽出 さ

れ た 。そ れ ぞ れ の 因子 に つ い て 大学生 と患者群と を比較

した と こ ろ，次 の よ うな結果 が 得 られて い る 。 時間不安

　〔time 　 anxiety ）は ，患者群の 方 が 大学生 よ りも大 き く，

時閤 の 所有 （time 　possessiveness）と時間 の 流鯣性 （time

flexibility） は ，逆 に 大学 生 の 方 が 患 者群 よ り も高 か っ

た 。

　 Menahe 皿 （1972） は， 17− 21 歳の 青年群 と 自殺未遂

群 と を SD 法 の 意味室間に お い て 比較 し ， 自殺未遂群 の

評定値 は ネガ テ ィ ブ で あ P，過去，現在，未来 の 相互 の

評定値閙 の ズ レ が大 きい こ と を見出 し た 。

　 Me 】dman ，　 Stein ＆ Calsyn （1978） は ，
17− 65 歳の

外来患者の self
−
esteem と将来 の 見通 し と の 関係 を検討

し，両者 は 柑補的 な関係に あ る こ と を示 し た 。

　3．性別　Lens （1975）の 研究 か ら，女性 は 男性よ りも

過去 ， 現在，未来 の い ずれ に対し て も，よ リポジ テ a ブ

で あ る こ とが 示 さ れ て い る。

　4．パ ー
ソ ナ リテ ィ　 Thayer ，

　 Gorman ．　 Wessman ，

Schmeidler ＆ Mannuci （1975）は ，大学生 に Temporal

Experience 　Questionnaire（Wessman ，1973）を 実施 し，

Locus 　of 　 control の Internalな タ イ プ の 人 は ポ ジ テ ィ

ブ に ，そ して，External な タ イ プ の 人 は ネ ガ テ ィ ブ に 反

応す る とい う結果 を得 て い る 。

　小宮山 C1977） は大学生 を満足 の 遅延型 と 即行型 に 分

け ， 15項 目か ら成 る時 問 に対す る態度を評定さ せ た。そ

の 結果，遅延群 は ポ ジ テ ィ ブな項 目に対 して は よ リポジ

テ ィ ブ に反応 し，ネ ガ テ ィ ブ な項 目に 対 し て は よ リネ ガ

テ ィ ブ に反応す る傾向 が あ り，両群 の 反応 に差が み られ

る こ とが わ か っ た 。

　 Cottle（19．　69） は ，
18− 23 歳の 男女に お い て ， 顕現性

不安 と time 　relatedness と の 問に は負 の 関係があ ！，顕

現性不安と時間不安と の 間 に は 正 の 相関があ る こ とを見

出した 。同様の 結果は ， Robertson （1978） の 大学生，

大学院生 を対 象 に し た研究 に お い て も示 され て お り， 顕

現性不安は SD 法 に よ っ て V．i］定 され た 時間評価 （tempo −

ral 　 evaluation ）お よ び Time 　Competence　Scaleの 時間

能力 （time　competence ） と は 負 の 関係 に あ る こ と が 明

らか に さ れ て い る。ま た，高木 （1981）は大学生 に Tem −

poral　Experience 　Questionnaire（Wessrnan，1973）を

実施 し， 顕現性不 安 と 環実的 切迫感 （irnmediate 　 time

pressure ），不安定性 （personal 　inconsistency） と の 問

に は 正 の 相関があ り，顕現性不安 と長期的方向性 （long−

term 　personal　direction＞，時間活用性 （time 　utilization ＞

と の 問に は負 の 相関が あ る こ と を示 した 。Knapp 〈／965）

の 研究 か らは ，
Eysenck 　 Persona ］ity　lnventory に お け

る 高神経質群 は ， 時間能力 に 関 し て 低神経質群よ り も劣

る と い う結果 が 得 られ て い る 。

　 Cottle （1971） は ，18− 23 歳 で 独断主義 の 人 は 時間 に

対 す る 不安 を示 し，現在や未来 に あ ま り重 要 性 を認 め ず，

過去 へ の 志 向性 が 高 い こ と を示 し た 。 し か し な が ら，

Zurcher，　 WMis ，　 Ikard ＆ Dohme （1967＞ の 研究 で は，

Dogmatism 　Scale と未来志向性 と の 相関は ．39（P＜．　Ol）

で あ り，逆 の 結果 に な っ て い る 。

　 Baldo ，　 Michael ＆ Crandali （1975）は 高校生 ，大学

生 を対象 に，Erikson の 発達段階の 最初の 6 段階 と Cir−

cles 　Test の 関係 を検討 し ， 危機 を ポジテ ィ ブに 解決 し

て い る こ と と time　 relatedness との 間 に は 正 の 関連が

存在 す る こ と を見出 した 。

　 5．達成動機 　達成 動機 と 時間的態度 と の 関連 に つ い
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て 最初 に研究 した の は ，Knapp ＆ Garbutt （1958）で あ

る 。 彼 らは Time 　Metaphor 　Test を用い て ，　Dynamic −

Hasty 　time 　irnagery と n −achievement と の 間に 正 の 相

関 が あ る こ と を見出 し た 。そ の 後，G 【een ＆ Knapp

（ユ959） は 時間 に 対 す る 態度 と達成動機 と の 関連 を示 し

た 。
Cettle （1969＞は ，　 IV23 歳 の 医療衛生兵 に お い て，

achlevement 　value は time 　relatedness と正 の 相関 が

あ り，時闇不安 と は 負 の 相関が あ る こ と を見出 した 。ま

た，Meade （1972） の イ ン ドの 大学生 の 研究 か らも，時

間的展望 と動機 とが 深 く関連 し て い る こ とがわ か っ た 。

Yonge （19．　75）　は Inventory 　of 　Temporal 　Experience

を用 い て， 自己 実現的価値，創造性，human ＆ vital

time の 聞 に 正 の 相関 が あ る こ と を示 し た 。 児童 を対象

に した 研究 に お い て，Gjesme （ユ979）は ， 6学年生 を動

機 の タイ プ に よ っ て approach 面 ented 　motive と avoi −

dance 　 orjented 　 motive の 2 群に分類 して 両群 の 差 を検

討 した と こ ろ ， 達成動機 と時間的展望 と は 正 の 関係 が あ

る こ とが 示 され た 。以 上 の 研究 か ら， 達成動機 の 高い 者

は 時間的態度や展望 が よ リポ ジ テ ィ ブで あ る と言え る。

　 こ の 他，小 宮 山 （1973b ，1975） の 研究 か らは ， 未来

展望 と生活感情，生 活 の 満足度 と の 間 に は 関連が あ る こ

とが わ か っ て い る 。また，落台 （1979） は ， 生 き方 の ス

タ イ ル を人 生 の 選択場 面 で 困難な道を選 ぶ克服型 と容易

な道 を選 ぶ安全型 に分け，女子短大生 に お い て ， 安全型

の 方 が 将来 に つ い て の 見通 し を持 っ て い る傾向に あ る こ

とを明らか に した 。

　6．時間的態度 の 構造　因子分析的手 法 を用 い て ， 時

間的態度 の 構造 に 関す る 検討が行わ れ て きた 。

　Knapp （1962）は 大学生 77人 に 13項 目の 質問紙 を実

施 し，時間 の 管理 （time　servant −tjme　master ）， 時聞

の 効果的利用 （time 　efficacy −time　obliviousness ） の 2

因 子 を抽出 した 。Calabresi ＆ Cohen （1968） の 研究 か

らは ， 時間不安 （time 　anxiety ）， 時間服従 （time　sub −

missiveness ），時間 の 所有 （time　 possessiveness）， 時

間の 流暢性 （time 　flexibility） の 4 因子 が 見出 され て い

る 。
Wessrnan （1973）は，大学生 に 2  1項 目の Temporal

Experience　Questionnaireを実施 し て 7 因子 を抽出 し

た 。第 1因 子 は Immediate 　Time 　Pressure ，第 2 因子

は Long −Term 　 Personal　 Mrection， 第 3因子 は Time

Utilizatjon，第 4 因子 は Personal　Inconsistency，第 5

因 子 は Regretful 　Perseveration ，第 6因子 は Nesta1gic

Review ＆ 1） ositive 　 Anticipation、第 7 因子 は Long

Contemplative　Temporal　Span と名付け られ て い る。こ

の 研究に お い て 抽 出され た 因 子 と先に あ げ た Calabresi

＆ Cohen の 研究 で 得 られ た 因 子 と の 間に は，内容や意

味 の 面 で の 完全な
一

致 は な い が ，し か し，互 い の 共通度

は 大 き く，時間や時間的経験 に 対す る基本的な意味 の あ

る態度 を示 して い る と考えられ る。ま た，Gjesme （1979）
の 研究 か らは ，Involvement

，
　Anticipation，　Occupation

Speed の 4 因子 が 抽出さ れ て い る 。

　わ が 国 で は ，落合 （1980） が 孤独感 の 内包構造 と して

の 時間的展望に つ い て 検討 し，20項 目か ら成 る質問紙 を

大学生 110 名 に 実施 し た 。そ の 結果 ， 「将来 に 対 す る 展

望 の 明暗」 の 因子 と 「展望 の 長短 」 の 因子 の 2 因子 が抽

出され て い る 。

4，　 結　語

　従来 の 研究 の 分類 ・
整理 を通 じ て，時間的展望研究 の

中 で 最 も多 く行 わ れ て き た の は，extension に つ い て で

あ る こ と が 明 らか に な っ た 。 実際 ， どの よ うな 要因 が 時

間的展望の 長 さとい う量的 な 側面 に 関連 し，影響を与え

る の か と い う点 に 関 し て は ， か な りの 研究成果が蓄積さ

れ て い る 。 そ の こ とは ， 研究の 発展 と い う点 か ら見 た 揚

合に非常 に 意味の あ る こ と で は あ るが ， しか しなが ら，

そ れ は時間的展望の 概念の
一

部分 に しか 過 ぎない 。現在

の と こ ろ ，理論的 に 語 られ て い る 時問的展望 の 概念 と実

際 の 研究 で 明 ら か に され る もの との 問に は ギ ャ ッ プが あ

る よ うに感じ られ る。すな わ ち，時間的展望研究 に と っ

て 大切 な こ と は，あ る個人 が 自分 の 人生 に お い て ，どの

よ うな内容 の 目標や 希望 を思 い 浮 か べ ，そ れ に 対 し て い

か な る意味 づ けを して い る の か ，と い う時間的展望 の 中

身 を明 らか に す る こ と で あ る と考え られ る 。 従来ほ と ん

ど取 り上 げ られ て こ なか っ た こ の よ うな点 を検討す る こ

と に よっ て ，心理学的 な未来 が 現実 の 行動に 与え る 影響

を具体的 に 明 らか に して い くこ とが 可能に な る と思われ

る 。 そ の 点 で は ， 今後の 研究 は 時間的展望 の 質的な側面

を明 らか に す る よ うな方向 に 進ん で い か なければ な ら な

い 。

　そ の た め に は ， 現在ま で に 開発 され て きた数多 くの 研

究技法 に つ い て 再検討し て み る 必要が あ る 。 例えば ， 筆

者は 大学生 に Events　Tes 亡を実施 して，彼 らの 時間的展

望 の 特微 を明 らか に し よ うと試み た が ， 得 られ た結果 か

らは ，大学生 が予想 した で き事が彼 らに と っ て ど の 程度

意味 の あ る こ と な の か と い う点 に 関 し て 把握する こ とが

で きな い とい うこ とが わ か っ た。そ れ は Events 　Test の

持 っ て い る 限界 で あ り，そ れ を越 え て 研究 を進 め て い く

た め に は ， 技法それ 自体を吟味 しなければならな い
。 現

在まで の と こ ろ ， Kastenbaum （1965），　Wohlford（1968）

田 中 （1974）， 高橋 （1976，1977，1979）が投映法的技法

に っ い て の 若干 の 検討を行 っ て い る ぐらい で，技法 の 妥
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当性や信頼性 そ の もの に っ い て の 研究 は ほ とん ど手 が つ

け られ て い な い の が現状で あ り，今後 の 研究 が 望 ま れ る 。

ま た ， 個人 の 目標や希望 の 内容 を と らえ る た め に は ，

実験者が あ らか じ め 枠組 を設定 す る 技法 だ け で は な く，

m 。 ck 　 autobiegraphy （Ezekiel， 1968） や作文，生活

綴方 などの よ うに，自由に 意見や 考え を表現 さ せ，そ れ

を分析す る と い っ た 方法も有効 で あ る よ うに 思 わ れ る 。

　 こ の よ うな時間的展望 の 中身 が明 らか に され る よ うに

な れ ば，現代 の 青少 年 に お け る特 徴的 な意識 プ ロ セ ス に

つ い て の 理解 を深 め る こ と が で き る で あ ろ う 。 例 え ば ，

モ ラ トリ ア ム と か し ら け と か 呼ば れ る現象 は ， 彼 らが 自

分 の 将来 を どの よ うに 展望 し て い る か とい うこ と と密接

に 関連 し て い る と考 え られ る 。す な わ ち，そ の よ うな意

識現象の 背景に は，彼 らが 自分 の 将来 に つ い て 思 い 描 く

こ とが で きず，時間的展望がは っ き り しな い と い うこ と

か，あ る い は ，自分 の 将来 が見 え す ぎて し ま っ て ， 自分

の 選択 の 余地が な い ほ ど時間的展望 が 明確 に な っ て し ま

っ て い る と考 えて い るか ，とい うこ とがあ る よ うに 思 わ

れ る 。こ れらの こ とは，具体的に は ，今後 の 研究に よ っ

て 明 らか に して い か な け れ ば な らな い が ， 時間的展望 と

自己意識 との 関連が示 され る こ と は確実で あ ろ う。 百合

草 （1981 ） は ，青年 に お け る 自己 評価 と時間 的展望 と の

関係に つ い て 検討 し て い る が，こ れ か らこ の よ うな研究

が多 くな っ て い くこ と が 望 まれ る。

　最後 に ， こ れ か らの 研究課題 と し て，もうひ と つ 述 べ

て お きた い の は ， 時間的展望 の 発達 プ ロ セ ス に つ い て の

研究 が 今後 な され て い か な け れ ば な らな い と い うこ と で

あ る。従来 の 研究 か ら，年齢と と もに時間的展望 力根 くな

り，そ の 内容が現実的 に な っ て い くこ とが 明 らか に さ れ

て い る が，対 象 とな っ て い る の は 児童期以後で あ り， そ

れ 以前に お け る 発達 的様相 に つ い て は あ ま りわ か っ て い

な い 。最初 は 全 く現在だ け に 生 き て い る 乳児 の 段 階 か ら，

ど の よ うに して 過去や未来 が 次第に分化 し て い くの か，

乳幼児期 か ら児童期，青年期 に か け て 自分の 将来に つ い

て の 見方，考え 方 が ど の よ うに発達 し て い くの か ，な ど

に つ い て 明 らか に し て い く必要があ る．こ れ に関連 し て ，

Janet （1929） は 人 格 の 発達 を身体的入格，社会的人 格

時問的入格 の 3 つ か ら論 じ て い る が，時間的展 望研究 の

発展 は 発達研究，人格研究 に も寄与す る と こ ろ が 大 きい

と考え られ る 。
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