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資料

青年期 に お け る孤 独 感 を 中心 に した 生活感情 の 関連構造

落　 合 良　 行 ＊

目 的

　孤 独感 は ，青 年 期 に お け る 基本的な生活感情 で あ る と

い わ れ て きた 。 そ して ， 最近，孤 独感に 関す る 研究が，
い くつ か 発表 され て い る （Dorothy ，1976，落 合，1974，
1982，Russell＆ Peplau

，
ユ980）。ま た疎外感 ， 充実感

と い ・
） た 生活感情 に つ い て の 研究 も行わ れ て い る

（Geiwitz，1966，宮 下 ・ノJ・林，1981，大 野 ，1984）。 そ

れ に よ る と，孤独感は ， それ らの 感情に含ま れ て い た

り， そ れ ら の 感情 と 同義と さ れ て お り，生活感情間 の 関

連 は 必ず し も明 らか で な く， ま た研究 もされ て い ない 。

そ こ で，本 研 究 で は ， 青年期 に お け る 代表的 な生活感情

問 の 関連構造 を，孤独感 を中心 に し て 解 明す る こ と が試

み られ た 。以 下 の 3 段階 に分 け て解明が 行 わ れ た 。 （1）青

年期 に お け る代表的 な生活感情を調査 ， 選択 す る 。（2X ユ）

で 選 択 され た 代表的な生活感情 をク ラ ス ター
分析 に よ っ

て 分析 し ， 感情の グル ープ わ けをす る、（3＞孤独感に 焦点

をあて て，青年期 に お け る生 活 感情 の 関連 を，構造と い

う観点 か ら解朋す る 。

方　　法

　日的 の 〔耳2×3）に対応 し て ，次 の 方法が と られた。Cl）代
表的 な生活感情 を選択す る た め に ，公 立 高校 2 年生 118

名，国立 大学 4 年生 144 名 に ， 最近感 じて い る 感情名 3

種類 と，そ の 各感情 に 関す る 400 字程度 の 説明 が 求 め ら

れ た 。こ の 手続 に よ り収集 され た感情に つ い て ，分類

整 理 が行わ れ ， さらに記述頻数 を もと に ， 代表的 な 生

活感情が 選択 され た 。  選択 され た 感情 を，最近 ど の 程

度感 じ て い る か と い う こ と が， 「い つ も感 じ て い る ， と

きどき感 じ る，ま れ に しか 感 じ な い ，ま っ た1く感 じ な

い 」 の 4 件法 で 調査 さ れ た。こ の 選択肢 に 1 〜4 点が 与

えられ，回 答 を も と に し て，生 活感情の ク ラ ス ター分析

＊ 静 謎：大 学

が行わ れ た 。 被調 査者は ，公立 中学 2年生 （13歳）324
名 ， 公立高校 2 年生 （16歳 ｝384 名 ， 国 立 大 学 2 年 生

（19歳）328名 ， 同 4 年生 （22歳）357名　（ど の 群 も男 女

ほ ぼ 同 数 ） で あ っ た 。 （3〕孤独感 を含む ク ラ ス ターに つ い

て ， 上記の 4 件法に よ る 調査結果 を資料 と して，因子分

析が 行 わ れ，孤独感 を中心 と した 生活感情の 関連構造 が

解明 され た 。

結果お よび 考察

　（1＞ 代表的な生活感情に つ い て

　最近感 じて い る 生活感情に 関 す る 調 査 の 回答 に は，同

感情名異内容 ま た異感情名同内容 の 記 述 が み られ た 。 そ

こ で ，感情名 と そ の 説明 と が あ わ せ て 検討 さ れ た 。 そ の

結果 感情名 は，94種類 に 整 理 さ れ た 。 そ の うち記述頻

数の 多 い 次 の 21 グ）感情が，代 表 的 な 生活感情と し て 選択

され た （口的 （2＞の た め の 調 査 票 に 添 え た 説 明 を 付 記 す

る ）。  充実感，   不安な感 じ，   や る こ とが多くあ る

の に，は か ど ら な い と い うあ せ ！，  自分 は 劣 っ て い る

と い う劣等感   自分 は ひ と りだ とい う孤独感 ，   感動

や感激   ど う し よ うも な い 無気力感，  い ら だ た し

さ ，   疲労感，  幸福感 ，   ゆ ううつ な 感 じ，＠ こ わ い

とい う恐怖感，   空虚感 （む な し さ ），   こ れ か らに 希

望 を もつ 期待感，   疎外感 くの け も の に され た 感 じ ），

鐙 あきらめ （諦 蜘 ，  た い くつ な感 じ （倦怠 感 ），  自

分 が い や だ と い う自己 嫌悪感 ，   よ ろ こ び，＠解放感 ，

  嫉 妬 。

　  　クラ ス タ ー
分析 の 結果 に つ い て

　ク ラ ス ター
分析は ， 各年齢群別お よ び全年齢 を あ わ せ

た 資料 に つ い て 行 わ れ た 。ど の 資料 に つ い て も， 類似

度 の 指標 と し て は ， ピ ア ソ ン の 積率相関 が 用 い ら れ た b

そ して ，ク ラ ス タ y ン グ は ， 群間平均距離法 （average

linkage　between　merged 　groups ）と最遠隣法 （further

neighb ・ur 　 methed ）， 最近隣法 （nearest 　 neighb 。ur

method 〕 の 3 っ の 手法で 行 わ れ た 。結果は，　 ど の 手
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FIG ．1　中学生 （13歳 ）に お け る 孤 独 感 の 類縁感情

　　　（平 均 距 離 法）

（相 関 係数）

FIG ．2　高校生 （16歳）に お け る 孤独感 の 類縁感情

　　　（平 均 距 離 法 ）

法 を用 い て も，ほ ぼ 同 じ で あ っ た 。そ こ で ，こ こ で iま，

各 資料 の 3種類 の 分析結果 の うち， デ ン ドロ グ ラ ム に表

わ し た 際，ク ラ ス ター形成 を表 わ す線 の 重 な りが ， 最 も

少 な い 結果が採用 され た 。 そ れ が，FIG．1 〜5 で あ る 。

な お，孤独感 を 中心 に し た分 析 ・考察 を行 う こ と を 目的

と し て い る の で，孤独感 と か な りの 相関が あ る とみ られ

る 相関係数 0．4 と，低い 相 関があ る とみ られ る 02 を基

準に，図中に 点線 で 囲み を入 れ た 。

　各 図 の 結果 を ま と め て み る と，中学生 ，高校生 ， 大学

生 お よ び青年期全体 に つ い て の 分折結果 ど れ を と っ て

も，生活感情 は，大 き く 2 つ に 分 け ら れ る 。 そ の うち 1

つ は，充実感，感動，幸福感，よ ろ こ び，解放感 期待

感 の 6感情 か らな る感情群で，他は 残 りの 15感情 か ら な

る ク ラ ス タ
ー

で あ る 。 こ の 前者は，一
般的 に 積極的ま た

は肯定的な 評価を うけ や す い 感情 で あ る。一方，後者 の

15感情は t
一般的に消極的または 否定的 な評価をうけや

すい 感情で あ る 。 こ の 中に ，孤独感 も含まれ て い る e そ

し て，15感 情内 の ク ラ ス ター
構成 は，年齢に よ っ て 変化

し，一
定 で は な い 。

　さ らに ，孤独感 に 焦点 をあ て て み る と，次の こ とが わ

か る 。 中学生 （13歳〉 で は ，相関係数 0。4 以 上 の 孤独感

の 類縁感情 は ， 2， 0．2以上 の 感情は，14で あ り， 孤独感

は ，自己 嫌悪感や疎外感と類似 し た感情 で あ る こ とが わ

か る ．高校生 （16歳〕 の 孤独感 に 最 も類似 して い る 感情

は ，疎外 感 で あ り，次に類似 して い る の は，劣等感と 自

己 嫌悪感で あ っ た 。こ れ ら 3 種 類 の 感情 が，孤独感と相
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　　 LFIG ．3　大 学 生 （ 19 歳） に おける孤

感の類縁感情 　

　（最 遠隣法） 関係 数 0 ． 4 以上で 結 びつ い て おリ ，

なり 相 関 のあ る感 情 と し てあ げ ら れ る。また ， 大 学 2

生（ 19 歳 ）では， 孤独感と の 相 関 係 数
が O ． 4 以

のク ラスタ ー に 入 る の は， 7 感 情で あ っ た。 そ のう

，孤独 感 に 最 も 近 い類縁 関 係にあるの が ，疎外感で

次 に ， 劣 等感 ， 自 己 嫌 悪 感 であ った。そ し て そ れ

ついで ， 不安 感 ，いら だ た し さ，ゆ う うつ感 杢 虚

であった。 さらに，孤独 感 と の 相関 係 数が O ．　2以 上の

ラ ス ター に 含まれる感 1 青は ，以 上 の 感 情 に 7 感情 が

わり 合計14 感 情 で あ った。 大 学4 年生（22 歳 ） で は

孤独 感と 相 関 係 数 O ．4 以 上で，か な りの 相 関 が ある

活 感 情 は 6 感情， 0 ． 2 以 上 の 低 い相 関 が あるのは

ｴ 情であ った ． か なり の 相 関 が あ る 感 情 の う ち ，孤

感に最も近い 類縁関係に ある 感情 ク ラ ス ター は ， 無

力 感 と 空虚感 から成 り 立っていた 。それに 次い で

ゆ

う

感が

わ り ，

ら
， 劣 等 感 自 己 嫌 悪 感 揃 「 ET

[実怒 一

　 　 　
　

　　　　　　　　　 、相関係 数」 　 　鷺こコ 1 聡

ト」 FIG ． 4

大学生〔 23 歳 ）に おける 孤独 感の 類 縁 感 情 　 　　
最遠 隣 法） と疎 外 感 が ， 孤 独感 と 類 似 した 感情とし

あ げ ら れる 。 以上 の結果 か ら．概 して次 の こと が い

よ う 。 青 年期に お ける 自 分 は ひ と りだ と 感 じる孤 独

は，の け も のにさ れたという疎 外感を 感じ てい る 者

感 じや すい 感 情 であ ！ d 次 い で ， 不 安感，劣等感，

己嫌 悪 感 を感じて いる 者も感じやす い感 情で ある 。

い か え ると ，生 活感情と し て の孤 独 感 を 感じ て い る

は ，疎外感を は じめ とす る 4 っの 感情を感じやす い

で あると 思 われ る。こ のこ と か ら， 青 年が 孤 独 感

感 じる 心 理状 態は， 疎 外 感や不 安 感劣等感， 自 己嫌

感を感じ る 心理状態 に 類 似し て い る と考え られ る 。

して

青年自身 は，疎外感 等 の 感 情 と孤 独 感とを分離す る こ

が難 しい こ と も 多い
と思 わ れ る。 　 （3 ） 孤 独

を 中心 に

た生活
感
情の 関 連 構 造 に つ いて 　以 ヒ の ク ラスター 分 析 によ り
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TABLE 　1　代表的な 生 活感情 と そ の 因 子分析結果
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FIG ．5　 青年期 に お け る 孤 独 感の 類縁感情

　　　 （平 均距離 法 ）

分 けが 行 わ れ，孤独感 の 類縁感情 が 明 らか に さ れ た 。

そ こ で 次 に，孤独感 と そ の 類 縁感情 と の 関連 構造 が解 閉

さ れ た 。  で 明 ら か に され た よ うに ，21の 生 活 感情は，

青年期 に お い て は，どの 資料 の 分析 に お い て も， 大 き く

2 つ の ク ラ ス ターに 分 れ た 。そ の うち の 15感情 か らな る

ク ラス タ
ーに，孤 独感 も含ま れ て い る。そ こ で こ こ で

は，後者 の ク ラ ス タ
ー

に 入 る 15感情が孤独感 の 類縁感情

と され た 。そ し て ，中 ・高 ・
大学生 す べ て の 資料 を ま と

め て ，因子 分析す る こ と に よ り， 青年期 に おけ る 孤独感

と そ の 類縁感情 と の 関 連構造 が 解析 さ れ た 。因 子 分 析

は ， 主因子解 に よ っ て行 わ れ た 。第 5 因子 ま で の 固有

値 は ，第 1 因子 6．23，第 2 因 子 2、　75 ， 第 3 因子0．88， 第

4 因子 O．　67，第 5 因子 0．60 で あ っ た 。固 有値が LO 以上

の 因子 は ，第 1 因 子 と第 2 因 子 の 2因 子 で あ i，，第 3 因

子 以下 の 因子 と は ，は っ き り し た差が み ら れ る 。 そ こ

で ，第 1 因子 と第2 因子 が，有 意 な 因 子 と さ れ た。次

に，こ の 2 因子 に つ い て ，バ リ マ ッ ク ス 回 転（直 交 回 転 ）

が 行 わ れ た 。 そ の 結果 が ，
TABLE 　1 で あ る 。ま た ，回

転後 の 因子 負荷量 を も と に し て ，生活感情の 関連構造 を

モ デ ル 的 に 図 示 し た の が，FIG ．1 で あ る 。こ れ は ，横軸

（第 1次 元 ） に 第 1 因子 の 負荷量 ， 縦軸 （第 2 次 元 ）に 第

2 因 子 の 負荷 量 を と り，各感情 を プ ロ ッ トし て 作成 され

た 。

　次に ，FIG ・1 に つ い て ，各次元 （因 子 ｝の 命名 が 行

わ れ た 。第 1 次元 ぽ ， 4 つ の 平行 し た 筋が 並 ん で い る 。

そ の 1 つ に 孤独感，自己 嫌悪感，劣等感，空虚感，ゆ う

うっ 感，無気力感を含む筋が あ る 。そ の 他に ，不 安感，

あせ りを含 む 筋，疎外感，嫉妬，あ き ら め を含む 筋，恐

怖感，倦怠感 を 含 む 筋 が あ る 。 こ の よ うに こ の 次元 の 1

っ の 極に は，孤独感や疎外感 さ らに嫉 妬 と い っ た，人 と

一緒 に や っ て い こ う とす る に も か か わ らず，そ れ が うま

くい か ない 状態 で 感 じ る感情が 存在す る 。
つ ま 」「 ， 人 と

の 親和 を求 め て い る の に そ れ が うま くい か な い 時 に 感 じ

る感情 が 存在す る 。 ま た，そ の 反対 の 極 に あ る の は ，あ

せ り ， 無気力感，倦怠感とい っ た 感情 で あ る 。 こ れ らは ，

口標 を達成 し よ うと す る が，自分 の 能力 が 十分 に 発揮 で

きな い た め，ま た は 自分 の 能 力 不 足 の た め に ，現実 に は

目標 の 達成が で き そ う も な く，達成 した い と思 っ て い る

目標 が ， だ ん だ ん 自分 と か け離れ て い く状態 で 感 じ る 感
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FIG．6　 青年期に お け る生活感情の 関連構造図

情 で あ る 。 こ の こ とか ら，第 1 次元 は，「親和志向を も

ちなが ら， それ をうま く実現 で きな い 状態 」 と 「達成志

向 をもち な が ら，そ れ を うま く実現で き な い 状態」 と を

両 極 とす る志 向性 の 次 元 と命名 さ れ た。

　ま た，第 2 次元 に は，4 つ の 平行 した 筋が並 ん で い る。

そ の 1 つ は ， 孤独感や 疎外感 を含む筋 で あ る 。 ま た その

他 に ，劣等感，嫉妬 を含 む筋，不安感 ， ゆ ううつ 感 ， 恐怖

感 を含 む 筋，あせ り，無気力感，倦怠感 を含 む 筋 が あ る。

こ の よ うに ， こ の 次元 の 1 つ の 極 に は ， 疎外感，嫉妬，

恐怖感，倦怠感とい っ た 感情が存在す る 。 こ れ ら の 感

情は，個 人 が 関 わ っ て い く対象 （人 や もの ）が，そ の 人

自身 よ り外 側 に あ り， は っ き り し て い る 場合 に 感 じ る 感

情で あ る 。

一
方，そ の 対極に あ る感情は，不安感，あせ

り，無 気 力 感，空 虚 感 と い っ た感 情 で あ る。こ れ らの 感

情 は ， 個人 の か か わ っ て い く対 象 が，そ の 人 自身 の よ ワ

内部 に あ り，漠然 と し て い る 湯合 に 感 じ られ る 。 以上の

こ と か ら，こ の 次元 は ，感情 を感 じ と る 人 と そ の ま わ り

　　　　　　　　　　　　　 の 入 間 や 環境と の 関係性

　　　1言驫職 、 　 嗷 元 とfigさitた ・

　　　　　　　　　　　　　　 次 に，こ の 関連構造図

　 　　　　　　　　　　　　 を も と に し て ， 孤 独 感

　　　　　　　　　　　　　 に つ い て 検討 が 行 わ れ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 た 。そ れ に よ る と，孤 独

　　　　　　　　　　　　　 感と は，親和志向 が か な

　 　　　　　　　　　　　　 り強 く， し か もそ れ が う

　　　　　　　　　　　　　 ま く果 た せ な い 状態に い

　　　　　　　　　　　　　 る 人 で ，か な P 自己 の 内

　 　　　　　　　　　　　　 面 に 関心 をも っ て い る 人

　　　　　　　　　　　　　 が，感 じ る感情で あ る と

　 　　　　　　　　　　　　 い え る 。先 の ク ラ ス ター

　　　　　　　　　　　　　 分析 で は，孤 独 感は，疎

　　　　　　　　　　　　　 外感や不安感等 の 感情と

　 　　　　　　　　　　　　 類似 し て い る と い う こ と

　 　　　　　　　　　　　　 が明 らか に され た 。 こ の

　　　　　　　　　　　　　 点 に関し て ， FIG．1 で 検

　　　　　　　　　　　　　 討 し て み る と，青年期 の

　　　　　　　　　　　　　 孤独感 は ， 縦皸 の 関係性

　　　　　　　　　　　　　 の 次 元 か ら み る と，疎外

　　　　　　　　　　　　　 感に 比 べ 自己 と の か か わ

　　　　　　　　　　　　　 りが強 く，不安感 よ りは

　　　　　　　　　　　　　 自己 外 の 対 象 へ の 関 心 が

　　　　　　　　　　　　　 強 い 場合 に 感 じ る生活感

　 　　　　　　　　　　　　 情 で あ る と い え る。ま

　 　 　 　 自己鰆の 対象へ の罷心
　　　　　　　　　　　　　 た，横軸の 志向性 の 次元

　 　　　　　　　　　　　　 か らみ る と，孤独感 は ，

疎外感 と 親和志向性 の 強さは 同程度 で あ る。そ して ，劣

等感や 自己嫌悪感 よ りは，少 し 親和志向性 が 強 い 揚 合に

感 じ る 感情で あ る 。こ れ は，次 の よ うに もい えよ う。 孤

独 感 を感 じ て い る 人 の 志向性 が，も っ と達成志向 に 片寄

れ ば，孤独感 は 自己嫌悪感や劣等感 ま た は そ れ ら と類似

し た 感情と な る。ま た，関 心 が，よ り自己 外 の 対象や 入

間 に 向けられ る よ うに なれば，孤独感は ，疎外感 か また

は そ れ に 近 い 感情に 変 わ る。さ らに，孤独感 を感 じ る者

の 志向性 が ， 達成志向 に 傾 きか つ そ れ が うま く 果 た せ

ず ，関 心 が よ り 自己 内 に 向き対象 が 明確化 し に くい 揚

合，孤独感は，不安感に近い 感情と な る 。また，そ れ と

同程度の 達成志向を もっ て い る が，関心 が 自己 外 の 対象

に 向けられ る 揚合に は ， 孤独感 は ，嫉妬 や 恐怖感 に 近 い

感 情 に 変 わ る 。

　 さ ら に ， 年齢別 の ク ラ ス タ
ー

分析 の 結果 を も と に し

て，孤独感 と の 相関係数が 0，4 以上 の 感情 を， Fla　1 上

で 線 で 結 ぶ と，そ の 感情群 は ，FIG ．1 の 点 線 の 3 角 形 と
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な る 。こ の 結果 か らみ る と ， 青年期 に お い て は ， 年齢が

上 が る に つ れ て ，孤 独感と類縁 す る 生活感情 は ，志向性

の 次元上 で 達成志向の 方向へ の 拡が り をみ せ て い る 。 し

た が っ て，中学生 が孤 独感を感 じ る 心 理 状態 と大学 4 年

生 が 孤独感 を感 じ る 心理状態 に は ， 差異があ る と考え ら

れ る 。 あ る い は ， ユ3才 の 青年 と22才 の 青年が 厂自分は ひ

と りだ と い う孤 独 感 を感 じ る 」 と同 じ表現 を し て も， そ

の 意味内容 に は ， 差異があ る と も考え られ る。

　先 の ク ラ ス ター分 析 に よ っ て ，孤 独 感 の 類縁感情が 解

明され た ． し か し それ だ け で は ， 解明 し えなか っ た 生活

感情 の 関連構造 が，因子分析に よ っ て 明 らか に さ れ た 。

こ の 関連構造の 解明は ， 青年期 に お け る 各生活感情 の 特

徴 を理解す る上 で ， 役立 つ と思 わ れ る。

　 しか し，本研究 で は ，代表的な 生活感情と し て 選定 さ

れ た限 られた生活感清 を手 が か P に し て ， ク ラ ス ター分

析や因子分析 が 行 われ ， 生活感情の 関連構造に 関す る ひ

と つ の 解 明 が 試 み られ た に す ぎ な い 。そ の た め ，生｛舌感

清 の 関連構造図 （FIG・　 1 ）の い くつ か の 交点 に あた る感

情 名 は ，未 だ 不 明 で あ る 。こ の 点 に つ い て の 究 明 は，今

後 の 生活感精の 関連に 関 す る研究 に 残 され た 課題 と い え

よ う。
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