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資　 料

児 童 にお け る共 感 と向社 会 的 行 動 の 関係

桜　井　茂 　男
＊

THE 　 RELATIONSHIP 　 BETWEEN 　EMPATHY 　 AND 　 PROSOCIAL

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 BEHAVIOR 　 IN 　CHiLDREN

Shigeo　 SAKURAI

　　 The 　purpose 　of 　this　study 　 was 　to　develop　the　Empathy 　 Scale　 for　 Ch 三1dren （ESC ）

and 　to　 exarnine 　 positive　relationship 　between　 prosocial　behavior　 and 　 empathy 　measured

by　ESC ．　In　 Study 　I，重he　Empathy 　Scale　 for　ChiIdrer1 （ESC ），　a　 new 　self −report 　measure

of 　 empathy 　in　Japanese　children
，
　 was 　constructed 　aecording 　to　Bryant （1982）and 　Kato

and 　 Takagi （1980）．　It　 was 　 administered 　 to　 179 丘fth　 and 　 sixth 　 graders ； the 　 factor

analysis 　 revealed 　sirlgle −factor　solutiQn ．　 This 　scale 　 was 　 also 　found　to　have　sex 　difference

and 　h圭g｝1　 reliability ．　In　 Study　 II
，　ESC ，　 Sakurai

’
s （1984） Social　 Desirability　Sじ ale 　for

Children （SDSC ），　 and 　pr（rv）cial　 behavior　 jnventory　 ushng 　 method 　 of 　peer　 no 皿 ination
were 　 adm 三nistered 　tQ　1566fth 　 and 　sixth 　graders 　 and 　 the 　 relatlonships 　 were 　examined ．

The　partial　correlation 　coeMcient 　 between　ESC 　and 　total　 prosocial 　 behavior　 points

contro 】led　by　SDSC 　 and 　sex 　 was 　signi 丘cantly 　positive　 and 　 it　 suppolted 　the 　 hypothesis，

　　Key　“
・or 【ヨs ： empathy ，　 prosoc 三al　behavior，　sex 　difference，　 s（＞cial 　desirability，　child −

ren ，

　近年 ， 向社会的行動 （pr・ secia ］behavlor）を動機づ け る

要因，そ し て また ，い じめ の よ うな攻撃行動を 抑制す る

要因 な ど と し て ， 共感 （empa しhy）が 注 目され て い る。共

感と は Feshbach に よれ ば ， 「他者 の 情動的反応を知覚

す る 際 に ，そ の 他 者 と 共 有す る 情動的反 応 」 （菊 池，ユ983）

と定義 され る。一方，向 社 会 的 行 動 は ， Mussen ＆

Eisenberg・Berg （1977 ）に よれ ば，「外的 な 報酬を期待 す

る こ とな し に，他者や 他 の 人 び と の 集団 を助け よ うと し

た リ， こ う した 人 ぴ との た め に な る こ とを しよ う とす る

行動 」 と定義 され て い る。

　欧米 で は ，既述 し た よ うに，共感と向社会的行動 の 有

機的な関係を予測 し，そ の 検討を 試み た研究 は 多 い e 代

表 的 な もの と して ，Mehrabian ＆ Epstein（lg72 ）は ，

零　 日本学 術振 興 会　特別 研究員 （筑波大学心 理学 系 ）

（Jur】ior　scientists 　fellow　in　 the 　Japanese　SQciety　for　the
Promotien 　o 正 Sclcnce（lnstitute　 Df 　Psychology，　 Univer ・

sity 　 of 　 Tsukuba ））

大学生を対象 に ， 共感 （情 動 的共 感 ： em 。ti。nal 　 empathy ）

を測定 す る 33項 目の 質問 紙 を 作成 し，こ れ と援助行動お

よ び攻撃行動と の 関係 を分析 した 。 そ の 結果 尺度得点

に は 性差 が 認 め られ．女性 の 方 が 男性 よ P も共感的 で あ

る こ と ， 共感得点 の 高 い 人 は 低 い 人 よ りも， 援助行動 が

多 く， 攻撃行 動が 少ない こ と，な ど が 明 らか に され た 。

ま た，Sawin ら 〔19．・80）＊ ＊

は，児童 を 対象 に ，　 Feshbach

＆ Roe （1968） の affect ・matching 　 rnethod ＊＊＊
に ょ り

共感を測定 し，こ れ と寄付行動 との 関係を検 討 した。こ

の 研究で は ， 共 感 と向社会的 （寄 付）行動の 正 の 関係 が 支

持され な か っ た が ， そ の 原因 と し て ，affect −matching

method に よ る共感測定 の 妥当性 の 問題や，寄付行動測

4i
　 Moore ＆ Eisenberg （1984）よ り引用 し た。

・ t 翊 悲 しみ ，喜 び，驚 き，恐れ の 4 つ の 情緒 を 経 験す る主人 公

　の 物 語を ナ ン
ー

シ ョ ン 付きの ス ラ イ ドで 呈 示 し，物語 を 聞 い

　た 後の 被験 者 の 情緒を 問 うこ とに よ り，共 感を 測定す る方法

　で あ る。こ の 簡略 法 が よ く もち い られ る。
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定揚面 に お け る 人 工 性 の 問題 な ど が指摘で き る 。 こ れ ら

の 池，言語報告に基づ い た測定 で は な く，非言語 的 な表

清や ジ ＝ス チ ャ ーに 基 づ い て 測定され た共感 と向社 会的

行動 と の 正 の 関係 も検討され て い る （M ・ ・ re ＆ Eisenberg ，

】984）。

　
一

方 ， 本邦 に お い て も，最近，共感と向社会的行 動 と

の 関係 を扱 っ た研究 は 増 えて きた よ うに 思わ れ る 。 高木

（1976 ）は ，大学生 を対象 に ，既 述 し た Mehrabian ＆

Epstein の 共感尺 度の 日本語版を作成 し ， こ れ と実 験場

面 に おけ る援助行動 と の 関係 を検討 した 。そ の 結果 ，両

都 二有意な 関係 は 認 め られ なか っ た。仮説が支持 され な

か っ た原 因 と し て，直訳 され た 共感尺度 の 項 目に ， 日本

人 に は 必 ず し もふ さ わ し くな い 内容 が 含ま れ て い た こ と

が考察され た 。 ま た ， 首藤 （198S ）は ， 児童 を対 象 に，

VTR に よ りあ る 犠牲者 の 悲 しみ の 揚 面 を 呈 示 した 後 ，

被験児の 顔 の 表情 よ り共感を 測定 し ，
こ れ と分与行動 と

の 関係を検討 し た。そ の 結果 ， 両者 の 間 の 正 の 関係 は，

支持 され た。こ の 他，幼児を対 象 に し た 研 究 （川 島，

198  ；浜 崎，1983 ） で も，仮説は 支持 され て い る 。 し か し ，

本邦に お け る共感と 向社会的行動 との 関係を検討 した 研

究 に は，児童を対象に ，質問紙法で 個 人差 と して の 共感

を測定 し，それ と向社会的行動 と の 関係をみ た 研究は み

あ た らな い 。

　そ こ で ， 本研究 で は ，こ の 点 を 考慮 し て ，Bryant

（1982 ）が作成 し た 児童 ・生 徒 用 の 共感測定 尺 度や加藤 ・

高木 CI980）が 作成 した成人 用共感測定尺度 な どを参 考 に，

本邦 の 児童 に適 した 自己報告型 の 共感 測定 尺 度を作成 し

（研 究 r）， こ れ ま で あ ま り取 り上げ られ な か っ た 学 校 生

活場面 に お け る 向社会的行動 との 関係 を検討す る （研究

皿 ） こ とを 目的 とす る 。

研　究　 1

　 目　 的

　児童用 の 共感 測 定 尺 度 （Empathy 　Scale　for　Children：

ESC ）を 作成 し，そ の 信頼性 を 検討す る。

　方　法

　被調 査者　茨城県下 の 公立 A 小学校 の 5 年 生 98 名 （男

子49名，女子 49名 ） と 6 年生 81名 （男 了46名，女 子 35名） の

合計 179名 で あ っ た。手 続 Bryant （1982 ） お よ び 加 藤 ・

高木 G980）の 共感測 定尺度を参考 に し て ，23項 目か ら な

る ESC 項 目原案 が 作成 され た。回 答形式 は ， 「は い 」，
「ど ち か と い え ば は い 」，「ど ち ら と もい え な い 」，「ど ち

らか と い え ば い い え 」， 「い い え 」 の 王 段階評定で ， 得点

化 は 項 目 ご と に 共感 の 高 い 反応 か ら，5，4，3，2，1 点

と した。原案 23項 目の うち，逆転項 目は ほ ぼ 半数 の 10項

目で あ っ た。ESC 原案は ， 上記 の 被調査者に 対 し て ，

1984年 2 月上旬 ，放課後 の 時間を使い
， クラ ス ご と の 集

団 で実施さ れ た 。 調査者 は ， 各 ク ラ ス へ 行き，回答方法

な ど を詳 し く説 明 し た 後，各 自自由に 回 答す る よ うに 教

示 した 。 囘答時間 は ，2e分 ぐら い で あ っ た 。 2 週間後 ，

再検査法 に よ る信頼性 の 検討 の た め に ，同 じ質問紙が 5

年生 42名 （男子20名，女子 22名） に 再実施 され た 。

　結果 と考察

　全 23項艮で
， 項目

一
全体相関係数を求 め，0．1％ 水準

で有意な相関を もつ 項 目を最終的 な ESC 項 日と し た結

果，TABLE 　 1 に 示 され て い る 20項 目が 残 され た e　 20項

目の うち ， 逆転項 目 は ，7 項目で あ っ た 。

　各 項 H の 平均，標準偏差お よ び 20項 目で の 項 日
一

全 体

相関係数は ，TABLE 　 1 に 示 され て い る 。項 目 平 均 は

3．00〜4．52の 範囲 に あ り， やや高得点側に偏 っ て い る。

項 目の 標準偏差 は 1．04 〜 1．48の 間 に あ る 。 項 目一
全体相

問係数 は ．42〜．62 （p ＜．OOI） で あ 1） ， か な り高 い 相関が

認 め られ る 。ESC 　20項目に よ る 尺度得点 の 平均 は 74 ．03，

標準偏差 は 12．82，範 囲は 26〜ユOO で あ っ た 。

　男女別 に 尺度得 点 の 平均を求 め る と ， 男 子 は 67．44

（SD ・＝11．Sl）， 女 子 は 8L49 （SD ・・9．42） で ，　 t 検 定

（Welch の 法） の 結果 ， 女子 の 方 が 男子 よ り有意に 高 得

点 で あ っ た （t（175．21）＝− 8．84，ρぐ eOl）。こ の よ うな性

差 は ，Mehrabian ＆ Epstein（1972 ）や加 藤 ・高木 （19．　80）
の 大学生 を 対象 と し た 共感測定で も認 め られ て お り， 本

結果 を あ わ せ て 考え る と，女子 の 方が男 子 よ りも共 感的

で あ る と い う性差 は ，早 く も児童 の 頃 よ り生 じ て い る と

い え よ う。

　つ ぎに ，ESC 　20項 目で 因子 分析が 行 わ れ た 。 主 因 子

法 に よ る 因子抽 出の 結果，第 1 因子が全 分 散 の 27．3％

（固 有値5、・46）を説明 し，第 2 因 子 の 8．3％ （固 有値 L6G ） に

比べ る と，きわ め て 大きな寄与率 を示 した 。さ ら に ， 第

2 因子 以 下 の 寄与率の 変化 に 大 きなギ ャ ッ プが な か っ た

た め，本 尺 度は ほ ぼ単因子構造 で あ る と判断 し た 。 高木

（ユ976）や 加藤 ・高木 （19邑O） の 揚合に は ， 2 っ あ る い は

3 つ の 因子 が 抽 出され て お 凱 成長 と と もに 共 感 の 概念

も分化 し て い く こ と が 予 想 され る。

　信 頼性 は ， 2 つ の 方 法 で 検討され た 。 ユ っ は ，内 的一一一

貫性 を推定す る ク ロ
ー

ン バ ッ ク の α 係数で ，．85と か な

り高か っ た 。 もう 1 つ は ， 再検査 （2 週問 ｛麦）法に よ る 安

定性係数で ，こ れ
’
も，87 （N ＝42） と十 分 高 い 値 で あ っ た 。

両指標 と も ， Bryant （19S2 ） の 場合よ り高 く ， よ り高 い

信頼性が確認 され た。
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TABLEl 　 ESC 　20 項 目の 平均，標準偏差 と項 目
一一

　　　　全 体相関係数

　 注 1）No， 項
　 注2）
目 M ・D 戮臨

1 ，だ れ と も遊 べ な い で，ひ と りぽ っ ち 　4．17　1．07
　　で い る 子を 見る と，か わ い そ うに な

　　り ます。
2 ，うれ、しい の に 泣 く子は，お か し い と　 3．64　1．36
　 　思い ます。（R ）

  ，た と え 自分は ブ レ ゼ ァ i・を もらわ な　3．591 ．28
　　くて も，他 の人 が もら っ た ブ レ

ーピ ン

　 　 トを ひ ら くの を 見 る と，楽 し くな り

　 　ます。
  ．泣い て い る 子 を見 る と，自分 まで な　2．031 ，31
　　ん だ か 悲し い 気持ち に な りま す。
5 ．け が を し て 苦 しが っ て い る 子 を 見 る　 4．　231 ．09
　 　 と，とて もか わい そ うに な ります。

．62

．51

．49

．60

，62

6 ，友 だ ち が ニ コ ニ コ 笑 っ て い る と，自

　　分 まで なん とな く楽 し くな ります。
  ，悲 しい ドラ r （げ き）を み て い る と，
　 　つ い 泣 い て し ま うこ とが あ ります。
8 ．動 物が きずつ い て 苦 しそ うに し て い

　 　 る の を 見 る と，か わ い そ う に な り ま

　 　す。
  ，とて も悲 しい 気 持 ちに す る よ うな歌

　　が あ りま す 。

  ，犬や ね こ を 人 間 と同 じ よ うに か わ い

　　が る人 の 気持ち は ，わ か りま せ ん。
　 　（R ）

3．85 　 1，20　　　．55

3甲31　　1．47　　　　．61

4．52　 1．04　　　．56

ヨ．00　　1．46　　　．43

4．27　 1．23　　 ．48

  ，友だち が い ない 子 は，友だ ちが ほ し　4．131 ．20
　　 くない の だ と思い ます 。 （R ）

  ．悲 しい 物語 や映 画 を 見 て い て ，泣 く　 3．541 ．48
　　よ うな こ とは あ りませ ん。（R ）

  ．おや つ を食 べ て い るとき，そば に い 　3．391 ．35
　　る子 が ほ し そ うに し て い て も，自分
　 　で ぜ ん ぶ た べ て し ま うこ とがで き ま

　 　す。（R ）

  ．き ま りをやぶ っ て 先生 に しか られ て 　 3．021 ．17
　 　い る友 だ ち を見て も，か h い そ うと

　　は 思い ま せ ん 。（R ）

15．身 よ りの な い 老 人 を 見 る と，か わ い 　 4．011 、11
　 　そ うに な ります。

．43

．51

．48

．4〔〕

．47

16，まわ りの 人が なや ん で い て も，平気 　 3．761 ．D6
　 　で い られ ます。（R ）

17．友だ ち が い じめ られ て い る の を 見る　3．72 　1．18
　　と．は らが た ち ます。
18．小 さい 子 は よ く泣 くが，か わ い い と　 3．50　1．36
　 　忍い ます。
19．元気の な い r一を見る と、心 配 に な り　 3．51　1．25
　　ます。
20．あ る歌 を き く と，とて も楽 し い 気持 　3．83　L24
　 　ち に な り ます。

，52

．42

．44

．59

．6ユ

注1） ○は ，研究 H で 構成 され た ESC −H の 項 目で あ る こ とを

　　示 す。
注2） 〔R ）は 逆 転項 目で あ る こ と を示 す。

研 　究 　 H

　 目　的

　研究 1 で 作成 され た ESC を用 い て ，児童 の 共 感 と向

社会的行動 との 関係を検討す る。そ の 際 ， 自己報告型の

質問紙 に 混 入 し が ち な 社会的望 ま し さ（SGcinl 　desirability）

を同時 に 測定 し ，
こ れ を考慮し た よ り正 確 な 共感と向社

会的行動との 関係 も分析す る 。

　方 　法

　被調査者　茨城県下 の 公立 M 小学校 の 5 年生 3 ク ラ ス

84名 （男子 42名，女 子42名） と 6 年生 2 ク ラ ス 72 名 （男子

39名，女子 G3名） の 合計 156 名 で あ っ た e 手続　1984年 2

月下 旬，上記被調査者 に対して ，放課後 の 時間を使 い ，

ク ラス ご との 集団 で ， ESC ，児童用社会的望ま し さ測定

尺度 （桜井，1984 ），向社会的行動質問紙 （Pr ・ s 。 cial 　Beha・

Vior　rnvent。 【y ： PBI） が 実施 され た 。
　 ESC は ，研究 1 で

作成 され た 共感測定尺度で あ る。児童用社会的望 ま し さ

測定尺 度（Sociai　DesirabMty　Scale　 for　Children： SDSC．）iま，

桜井 （1984 ）に よ b 作成され た社会的望ま し さ を 測定する

た め の 尺度で あ ！〕，
「は い ，い い え 亅型の 回答形式 を 採

用 し，25項目で 構成さ れ て い る。項目ご とに ，社会的 に

望 ま し い 方向 に 反応 し た 場合 ， 1 点が与 え られ る 。 し た

が っ て ， 高得点 ほ ど社会的 に 望ま し い 反応傾向が高 い と

い え る。向社会的行動質問紙 （PBD は ，ク ラ ス ご と に，

そ の ク ラ ス に お い て ， 向社会的行動 を よ くす る 友 だ ちを ，

peer　nomination に よ り抽 出 し，得点化す る 質問紙 で あ

る 。 質問項 目は ， α玩 気の な い 人 を ， よ く心 配 して くれ

る 人 は だ れ で すか （心配項 目）， （2）自分 か っ て な こ と を

しな い で ，み ん な と協力 で き る 人 は だれ で す か （協 力項

目 ），〔3に ま っ て い る人 をみ る と ， よ く助 けて あ げ る 人

は だ れ で す か （援 助項 目），【4｝小 さ い 子 ど もや弱 い 子 の 世

話 をす る 人 は だ れ で す か （世 話 項 目），
の 4 つ で あ っ た。

こ れ ら の 質問 に 対 して ，ク ラ ス の 友だ ち の 中 か ら ， あ て

は ま る友だ ち の 名前を男女 2 名ず つ 書 くよ うに な っ て い

た。た だ し ， 同 じ友だ ち の 名前を何回書 い て も よ い し ，

あ て は ま る 友だ ち が い な い 場合に は ，書 か な くて もよ い

こ と に な っ て い た。得点化 は ， 書 か れ た名前 1 つ に つ き，

そ の 名前の 子 に 1 点 を与 える 方法が 採 用 された 。 し た が

っ て ，高得 点 ほ ど 向社会的行動 が 多 い こ と を示す 。 な お ，

質問紙 の 実施方法 は，研究 1 と 同 じ で あ り， 3 つ の 質問

紙 へ の 回 答 に は ，お よ そ 30分 を要 し た 。

　結果 と 考察

　 ESC お よ び SDSC の 尺度得点 の 平均 は 73．94 （SD ［＝

12．95），
12 ．59 （SD ≡5，4S）で あ っ た。 こ れ らの 値は ，研

究 1 お よ び桜井 （1984 ）の 結果 と類似 し て い る。

　 っ ぎに，PBI の 項 目間 の 相関係数 を求 め た と こ ろ ，

．34〜．78 （p く．O  1）で あ り，こ れ ら の 値は か な り高 く，

全体 （合計 ）得点 を算出する こ と に は意味があ る と判断 さ

れ る。PBI の 項 目平均 は ，心配項 目 で 1．71 （SD ＝2．28）コ

協力項目で 1．78（SD ＝3．15），援助項 目で 1．42（SD ≡2．03），

世話項 目で 1．09 （SD ＝ 　1．　47） で ， こ れ ら 4 項 目の 全 体得
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TAIコIIE　2　共感得点 と向社会的行動 の 相関係数

粤
社
欄 E・CWS …

注1） ESC −II　 E・C −1・・C
注2’

え よ う。

全体的考察

配

力

助

話

体

心

協

援

世

全

．2♂ 零

．22 嘔 辱

．3ぴ 寧

．24 嚇

、30 軸

，20皐

，16躍

．21串

．16 零

，21辱

．22 桝

．18 牌

．26桝

．23 串 8

．254 ホ

．ユ8掌

，ユ6率

，ユ8t
．16i
．20 事

注 1） 性 と社 会的 望ま し さ の 要因 を コン ト ロ ール し た偏 相 関係

　 数を示 す。

注2） 性 の 要因 を コ ン ト ロ ー
ル した 偏相関係数 を示す。

　 　 　 　 　 　 　 　 i ■P 〈．01，　零P《 ，05

点 で は 6．01 （SD ＝7，54）で あ っ た 。 平均 に 比 べ て標準偏

差が大きい の は ， peer　 nomination か ら得点化 を試み て

い る た め で あ ろ う。男女別 に 項 日平 均を 比 べ る と，援助

項 目 （t（154）＝− 2．61，p ＜．  5） お よび 世話項 目 （t（154）＝

− 2．60，p＜，05） に女子 の 方が 高得点 で あ る性差 が認 め ら

れ ， そ の 結果 ，全体得点 に も同様 の 性差 が 認 め られ た

（t（154）＝− 2．17，p く，05）。こ れ らの 結果 は ，以下 の 分 析

で 性 の 要閃を コ ン ト ロ ール す る必要性を示唆 して い る。

　ESC へ の 社会的望 ま し さの 混入 の 程度を見る た め に ，

ESC 尺度得点 と SDSC 尺度得点 と の 性 の 要 因 を コ ン ト

ロ
ー

ル し た 偏相関係数
＊

を求 め た とこ ろ ， ．29 （p ＜．Ol）

と有意で あ っ た た め ， ESC の 各項目 と SDSC と の 性の

要閃を コ ン ト ロ
ー

ル し た 偏相 関係数を求め ，有意 で な い

ESC 項目で，　 ESC −II の 構成 を 試 み た 。 そ の 結 果 ，

TABLE 　1 に 示 され て い る 9 項 目が 残 っ た 。　ESC 　20項

目 と ESC −II　 9 項 目 との 相関係 数 は ．89，　 ESC −il の α

係数は ．71，ESC −II と SDSC との 相関係数は ，10（n．s．）

で あ っ た 。 た だ し ，
ESC −II は 9 項目と 項 目数が か な り

少 ない の で ， そ の 点 を考慮 して ，PBI と の 相関は ESC

と ESC −II の 両方 で 検討す る こ と に した。

　ESC お よび ESC −II の 尺度得点 と PBI の 項目得点

お よび全体得点 と の 相関係数が算出さ れ た 。結 果 は ，

TABLE 　2 に 示 され て い る 。　 PBI の 全体得点 で み る と，

性や社会的望 ま し さ の 要因 が コ ン ト ロ
ー

ル され て も，共

感 と 向社会的行動 との 相関係数 は ．20程度 （p 〈．05）で あ

り ， 有意な 正 の 相関 が 認 め られ た。こ の 値 は 必 ず し も高

い と は い えな い が ， Mehrabian ＆ Epstein（1972）の 結

果 を 児童 の 場合 に も支持 し た と い え よ う。「司じ く， PBI

の 全体得点に お け る 相関係数 で は ， 性 ， 社会的望 ま し さ

と い う要因 が コ ン ト ロ
ー

ル され る た び に ， 相 関 係数 が

．05程 度ずつ 低 くな っ て い る 。ま た ， PBI の 項目ご と に

み る と ， 相 関係数は 心 配 お よび 援助項 目で やや高 い と い

　本研究 で は ， 研究 1で ESC とい う信頼性 の 高い 児童

用の 共感測定尺度 が 作成 され ，研究 ［ で こ の 尺 度 を用 い

た 共感と向社会的行 動 との 関係が分析 され た。そ の 結果 ，

性 や社会的望 ま し さの 要因 を取 夢除い て も 共感 と向社

会 的行動と の 間 に は ，．20程度 の 有意な正 の 相関が 認 め

ら れ ，仮説 は 支持 され た。し か し，こ の 相 関係数 は 必 ず

し も高い とは い え ず，今後 よ り詳細 に 検討 す る 必 要 が あ

ろ う。

　 さ ら に，本研究 に 基 づ く今後 の 課題 と し て は ，ESC

の 妥当性 の 検討があ る 。 す で に ，そ の 先駈け と して ，著

者は ，攻撃性 を測 定す る質問紙を作成 して ， それ とESC

と の 相関を検討 して い る 。そ の 結果 ，

一．13 （p ＜，05） と

い う有意な負 の 相関が え られ た。ま た ， 同時 に 測定 され

た教師評定 に よ る 攻撃行動 と も ，

一．ユ7 （p ぐ 05） とい う

有意 な負 の 相 関が え られ た 。しか し，こ れ らも十分 とは

い え ず，広 い 観点 か ら 妥当性を検討する必 要 が あ ろ う。

　ま た ， 研究llに お け る ESC と社会的 望 ま し さ を測定

す る SDSC との 相 関分析 の 結果 で は ， 有意 で ない 項 目

が 9 項目 と全体 の 半分以下 に な っ て し ま い ，単独 に 使用

す る場合， 9項 E で は 項 目数が 少 ない よ うに 考え られ る．

今 の と こ ろ は ，ESC 　20項目 と SDSC を併用す る こ と に

よ ¢ ，社会的望 ま し さを考慮 し て 研究を進め る こ と が 可

能で あ る が ， 将来 の こ と を考え る と ， 社会的 望ま し さ が

混 入 し な い ，し か も項 目数 の 多い 新し い 共感測定尺度の

開発が必要 で あ ろ う。 そ の ため に は Davis （1983） の 多

次元共感 尺 度な どが 参考 に な る と 思わ れ る 。

・ ESC お よ び SDSC の 性差を 考慮 し た。
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