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資料

Locus　of 　Controlの 年齢 的変 化 に 関す る研 究

鎌 　原　雅 　彦
＊

樋 　 ロ　
ー

　辰
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AGE 　 CHANGES 　AND 　 CORRELATES 　OF 　 INTERNAL −EXTERNAL

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 LOCUS 　 OF 　CONTROL

Masahiko 　KAMBARA 　 AND 　Kazutoki 　 HIGI ∫C田

　　In　 study 工，　 Locus 　 Qf 　 Control　 Scale　developed　by　 Kambara 　 et 　al ．（ユ982） was 　admin −

istered　to　4310 　jun量or 　high　school 　students
，
1416　senior 　high　scho ⊂）】　students 　and 　1837

coHege 　 students ．　 By 　 regression 　 analysis ，　 it　 was 　found　t｝1at 　 older 　 students 　had　 more 　 exter ．

nal 　 scores 　thun 　did　younger 　students ．　In　detai1，　peτceived 　effectiveness 　 of 　effort 　 showed

arela しively　great 　decrease，　 On 　the 　 other 　han（至peτ ceived 　 self ．determlnation　did　 not 　 show

signi 丘cance 　decrease　 with 　age ．　In　study 　II，　 add 量tional　questionnaireg．　ccnc 巳 rning 　attitudes

and 　behaviors　in　 sch 。。 1　 ｝vere 　 admini ・terd 　to　bQth　lunior　 and 　sen ［  ・ high　scho 。 1 ・tudents ．

O 亅de・ students τep 。 rted 　m 。 re 　 depressive　feelings　correla ！ing　 with 　 internal　 external 　i・ cus

of 　 control 　 scores ．

　　Key 　wQrds ： Locus 　 of 　Contro ［
，
　Age 　 change

，
　D 叩 ress 主ve 　feelings．

問 題

　 Rotter （1966 ） は ， 人 は一
般 に 自分 の 行動 と強化 の 生

起 が 随伴 し て い る か ど う か，そ の 結果 と し て 強化 の 生 起

を統制す る こ と が で き る か ど うか に つ い て の 般化 し た期

待 を もっ て お り， こ の 期待 は 行動 を予測す る 上 で 重 要な

媒介概念 で あ る と し て ，こ れ を Locus 　of　Control（統

制の 所 在，以下 L   ） と呼 ん だ。自分 の 行動と強化が随伴

し て い る と い う信念 を 内的統 制 （internal　 centr ・1），逆 に

随伴 し て い な い とい う信念 を外的統制 （extemal ・ ・ ” t ・・ 1）

と呼 ぶ が，LOC 概 念 は ，内 的 統制 と 外的統制 を両 極 と

す る ， 1 次元的 な 変数 と考 え ら れ る 。
Rotter は ， こ の

LOC を 測定す る た め の 尺 度 を作成 し，こ の 尺 度 を 中 心

に し て 現 在 ま で に 数多 くの 研究 が お こ な わ れ て きて い る 。

わ が国 に おい て も鎌原 ら （1982b ） が LOC 尺度 の 作 成

を 試 み ，そ の 尺 度で 測定 され る LOC と学業成績 の 原因

の 帰属 の さ せ 方 や ，無気力状態に陥 っ た と き に どの よ う

な行 動 を と る か とい う行動方略 と の 間 に 関連 が あ る こ と

を見 い だ し て い る 。

「行動 と強化 の 随伴性」や 「強化 の 統制可能性 」 に つ い

専　 東京大学 （University　 of 　Tokye ）
il 学 習 院大学 （Gakushuin 　University）

て の 主観的認知は，特に 達成動機や ， 無力感 を考 えて い

く上 で ，重 要 な要 因 と して 注 目 され て い る が ， こ の よ う

な 認知 が 発達的 に どの よ うな 変化 を示す か は ，興味 あ る

問題 で あ る 。LOC の 年齢的変化 に 関 し て は ， す で に い

くつ か の 研究 が あ る 。
Cn 　ndia ］1　 et　aL （1965 ）は ， 児童用

の 尺 度 （IAR ） を開発 し て い る が ， その 尺度に よ れ ば，

3 年 生 か ら ／2 年 生 に か け て ，内的統 制得点 が 増大 し て

い る傾向が 認 め られ て い る。Lifsitz（ly73）は ，同 じ 尺度

を キ ブ ツ の 子 どもた ち に 施行 し て い る。文化的 に異な っ

た集団で あ る に もか か わ らず ， こ こ で も 9 歳 か ら 14 歳

の 子 ど も で ，加齢と と もに 内的統制得点 の 増 大 が 見 い だ

され て い る。そ の 他 の 尺度 に お い て も多 くの 研究が加齢

に伴 う内的統制傾向 の 増大 を認 め て い る 。 （例 えば NDW 三cki

＆ Strickland，1973 ； Lawrence ＆ Sherman ，！984 ； Bialer，

1961 ； Penk，1969； Milgram ，1971）。　 Lawrence ＆ Sher −

man （1984 ） は ，横断的研究 と と もに ，縦断的研 究 も お

こ な っ て い るが，縦断的 な追跡 に お い て も 3 年間 で 内的

統制方向 へ の ずれ が 認 め られ て い る。

　さ ら に青年期以降 に つ い て も， 高齢者 の 結果 に 関 し て

不
一一

致 が あ る もの の ，学生 か ら 中年期に か けて は ，や は

り内的統制の 増大が み られ る と い う点 で 結果 は
一

致 し て

い る よ うで あ る （Lao，ユ976　i　R ｝
’
ckman ＆ Malikioski，1975；
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一

方幼児期 に 関 し て は，Mischel　 et　al．（1974 ） が 尺 度

を作成し て い る が，年齢と の 問 に は っ き りし た関係 は認

め られ て い な い。

　以上 LOC に 関する年齢的変化を取 り扱 っ た研究 を概

観 する と，幼児期及 び 高齢者 に つ い て は ， は っ き りし な

い が ， 児童期 か ら成人期 に か け て 内的統制が次第に増大

す る とい う点 で結果は 一致し て い る とい え る 。 異 な っ た

尺度が もち い られ て い る に もか か わ らず，同 様 の 傾向が

認 め られ て い る の で，こ の 変化は 比 較的安定 し た もの で

あ る と考え られ よ う。実際 こ ど もは成長と と もに ，様々

な 技術を身に つ け，環境を統制す る 能力 が 増大 し て い く

の で あ る か ら ， そ の 結果 と し て加齢と と もに 内的統制が

増大す る で あ ろ う と考え る の は 自然で あ る 。

　 し か し な が ら，わ が 国 に お け る 原 因帰属 に 関す る 研究

に お い て は，加齢 と と もに ， 内的 な帰属が減少す る 傾向

が認 め られ て い る （樋 口 ら，ユ981 ； 鎌 原 ら，／982a ）e ま た

桜 井 （／9B3） は ，　 Harter （1982 ） に 基 づ くゴ ン ピ テ ン ス 尺

度を作成して い るが ， 原尺度 で は 年齢的な変化が認 め ら

れ なか っ た に もか か わ らず．日本で の 研究で は，認知的

コ ン ピテ ン ス 及び 一
般的 自尊感 に おい て ， 小学 3 年生 か

ら中学 3 年生 に か け て ，単調 減少傾向が認 め られ て い る。

さらに 梶 田 （1980） も自信や自己 受容の程度，お よ び 努

力すれ ば 良い 結果が得 られ る とい う努力主義 の 傾向 は，

や は り加齢 と と もに減少 す る とい う。こ の よ うな 日本 で

の 研究か らす る と ， ア メ リカ で の 結果 とは 逆 に ， 日本 で

は成長に と もな う LOC の 変化 は，内的統制が減少 す る

とい う方向で お こ る の で は な い か と予 測さ れ る 。
こ の 点

を明確 に す る ため ， 本研究 で は鎌原 ら （1982b ）の 尺 度を

用 い ，ど の よ うな LOC の 年齢酌 変化 が み られ る か を検

討 し よ うとす る 。 あ わ せ て そ の よ うな LOC の変化 と関

連す る 要因に つ い て 探索的 に検討 し よ うとする。

調　査　 1

　各学年毎 の 被検者数 は，TABLE 　1 に 示 す。＊

　調査年度は ，中学は 1982年 ， 高校は ， 1983年，1984年

及び 1985年，大学は，1981年，1984年及 び 1985年。

　　　 TABLE 　1 被検者学年別男女別入数

学　　年 男 女 全 　体

年

年

年

1
　

2
　

3

学

学

学

中

中

中

78182559B 722775609

高　　校　　1　年　　i　　　　195

高 校 2 年 1　 426
　 　 　 　 　 　 1

高 校 ・ 年 1 ユ・7

22632213G

15031600120742174s247

　 　 　 　 　 　 1

大 学 1 年 　 　 147

大 学 2 年 i　245

大 学 3 年 1 　 251
　 　 　 　 　 　 1
大 学 4 年 i 　 140

71298160147 218543411287

　（質問紙）

　
一

般的 な Locus 　of　Contro】信念を測定す る た め に 鎌

原 ら （1982b ）が作成し た ユ8項 目か らな る LOC 尺度 を用

い た 。

　結　果

　LOC 尺度 は 各項 目 4 段階評定，18 項目か らな る 。 内

的統制 の 方 に 得点 が 高 く な る よ うに 各 評定 段階 に 対 し て

1か ら 4 点 を与 え ，18項 目を台計 した 得点を LOC 得点

と し た。従 っ て LOC 得点 の 取 り うる 範囲 は 18か ら72 で

あ る。

TABLE 　 2　LOC 得点 の 平均及び標準偏差

　 　 　 　 　 男

L   ．
平 均 療準偏差　　　　　　 1

　　 女　　 1　 全 　 体

　 　 　 　　　　　　　　　 　　　　　
　

平 均 標準偏差．平 均 標準偏差　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　鎌原 らの 尺 度は ，一
般的 な事態に つ い て の LOC を測

定し よ うとする もの で ，主 に成人 を対象と し て い る 。 小

学生 に 施行す る に は 問題 があ る と思わ れ る の で．こ こ で

は，中学，高校，大学生 を対象 と し て LOC の 年齢的 な

変化 を検討す る。

　方　法

　（被検者）

　中学生，4310名 （関更 地方の 公立中学校 23 校の 生徒。大規

模校 5校，中規模校13校，小規模校 5 校）。高校 生，1416名

（東 京都及 び 神奈川県 の 公立 高 校 4 校 の 生 徒 ）．大学 生 （東京 都

及 び茨域 県の 大学 の 学 生 ）， 1842 名 。

lliiilii隲繍i〔蠹i薪 i；
　FIG，1 に 中学 ， 高校 ， 大学別 の LOC 得点 の 分布 を示

す 。 また ，
TABLE2 に 中学，高校，大学別 の LOC 得

点 の 平均，標準偏差 を示す。平均 は 内的統制 の 方 向に や

や 偏 っ て い る が，中学，高校，大学の ど の 段階 に お い て

も正規分布に近い 分布形 を 示 し て い る ． 平均 ， 標準偏差

は，男女 別 に も示 し た が ， 性差 は 認 め られ な か っ た。

　中学 ， 高校 ， 大学 そ れ ぞ れ に お け る LOC 尺 度 の 信頼

性 は ，そ れ ぞ れ ．72，．74，．76 で あ ！〕，中学で は 幾分 低

い 植 に な っ て い る 。 本尺度 は 大学生 を対象 と し て 開発し

た もの で あ る の で ， 大学生 で の 主囚子 解に よ る 因 子 構造

8 大学 生383名に つ い て は ， 学年 の 情報 が得 られな か っ た が．

　 大学 生全体 の 分 析及 び 調 査年 度 間 の 比 較 に 際 して の デ ーS

　 を 利 用 した 。
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FIG ．1LOC 得点分布

LOC

TABLE 　3　因子構造 の 比較

一

（
しO5L

宀

0

60

55

50

45

40

　 　 恐 哩s

　 　一致 係 数

　 類 似 性 指 数

　　RMs 　　 i

　　＿致 係 数 i
悔 灘 指 数 l
　 　 RMS
　　

一
致 係 数

　 類 似 性 指 数 　．

　 中1　 2　 3 高1　 2　 3 大1　 2 　 3　 4

FIG．2LOC 得点 の 年齢的変化 （実 線 は 平 均，破

　　　　 線 は 平均 ± 1 漂 準偏差，また
一点 鎖線 は 回帰

　 　 　 　 直 線 ）

中学一高 校

高校
一

大 学

中学一
大学

，11
．971
．00

．041
、D。 11
．DOl

．1ユ
，971
，00

．ユo

．96
．94 ・

．081
，981
，00
，10
，96

，94

，07
．96
．96
，ユ6
．82

，72
．14
．86
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と ， 中学 ， 高校生 で の 因子 構造を比 較 し，そ れ らが ほ ぼ

同
一

の もの と み な せ る か を検討 し た。因 子構造 の 比較に

つ い て は い くつ か の 方法 が 提案され て い る よ うで あ るが ，

こ こで は ，Levin （1977 ） を参考 に ，主因子解．に よ る 第 1

因子 か ら第 3 因子 に つ い て 因子 負荷 量 の 類似性 の 測度 を

算出 した （TABLE 　3 ）e

＊
こ の 結果 をみ る と ， 第 1 因子 か

ら第 3 因 子 ま で は，中学，高校 ，大学 に お い て 比較的 よ

く一致し て お り ，
LOC 尺度 の 構造は一

貫 し て い る と い

え よ う。

　FIG．2 に 各学年毎 の LOC 得点の 動きを示 す。平均 を

実線 で，ま た 平均 の 上下 1 標準偏差 の 動き を破線 で 示 し

た 。予想され た よ うに学年 が あ が る に っ れ て LOC 得点

・ 比較 すべ きふ た つ の 因 子 負荷 ベ ク トル に お い て 。第 ガ番 目

　 の 変数 の 負荷量 を そ れぞ れ fti，　 fu とす る と，　 RMS 及

　 び
一致係数はL次式 の よ うに 表 わ さ れ る。

　 　 　 RMS ＝｛Σ （f1 厂 f2i）2／k｝
1’t

（々は 変数 の 数 ）
　 　 　 　 　 　 　 ‘

　　　一致係 数 ＝Σ ／ li ／ 2、！｛（Σ ！ 1tZ）（Σ ノ 2、2）P ’2

　 　 　 　 　 　 　 　 t　　　　　　　　　　 ‘　　　　　　　 t

　　 また ，類似性指 数は ，因 子負 荷量を 正に 突出 し た も の

　   ．1 以上 ），負に 突出し た もの （− D．1 以下 ），平坦 な もの

　 （− O．1 か ら 0．1 の 間 ）に 分類 し，それ らの パ タ ソ が ど の

　 程 度一致 し て い るか を 示す もの で ある。

が低下する ， す なわち外的統制 の 方向に変化 す る 傾向が

うか が え る。実際 に 各学年 で の 平均値をもとに 単回帰分

祈 を行 うと有意な負の 回 帰係数 がえられ た （F ＝28 ．67，df

＝1，8）。すな わ ち 1 学年 に つ き 0．6 点程度得点が 低下す

る 傾向 が 認 め られ た （図中に 回 帰直線 を 工点鎖線 で 描い た ）e

　年齢 に よ る L 。c ロ s　o壬Contro1 信念 の 変化 を よ り詳細

に 検討す る た め ， 年齢に よ る変化傾向が類似 し た項 目の

群化を試 み た 。項 目 に よ っ て 被検者全体 の 平均 に は ず れ

があ る の で，項 目毎 に 学年 平均 の 全体平均か ら の ずれ を

算出し た e こ の 偏差か ら計算され る ユ
ー

ク リッ ド距離を

項 目問 の 距離 と し，こ の 距離に 基 づ い て ク ラ ス タ ー
分析

を行 っ た ，

＊ ＊

そ の 結果 ユ8項目を 3 つ の ク ラ ス タ
ーに わ

け る こ と が で き た 。 ク ラ ス タ ー毎の 平均 の 学年 に よ る変

化 をFIG．3 に示 す。図か らあきらか な よ うに ク ラ ス タ ー

ユ（CLD は ，年齢に よ る 変化が認め られな い 項 目の 群で

あ り，ク ラ ス タ ー2 （CL 　2）は ，中学 か ら 高校 へ の 段階で 得

点 の 低下 が 認 め られ る もの ，ク ラ ス タ ー3 （CL3 ）は ， 中

学，高校，大学 と一
貫 し て 得点 の 低 下 が み られ る 項 目 の

群 で あ る とい え る 。 項 目の 内容 をみ る と ， ク ラ ス タ ー1

に 属す る もの は，自分 の 人生を自分 で 決定 し て い る とい

う自己決定感や ， 自分 自身 で 決定 し た 方 が 良い 結果 が え

られ る と い う方略に 関 す る もの ，ク ラ ス タ
ー2 に 属 す る

瞬　項 目 i， jの 第K 学 年の 平均 をそ れ ぞれ Xik ，　 a
’
iκ ま た 項

　　目 i，jの 学 年全体の 乎 均 を 」：t，
　 JCf とす る と，次式 の

　 dw を項 巨閾 の 距離 と し た。

　　　 鷆 ゴ
＝［Σ ｛（Sflk −．TD −

（．T 」k
一

κ
ノ）｝

2
］
ln

　　　ク ラ ス タ ー分 析に は い ろ い ろ な手法 が あ る が
，

こ こ で は

　　階 層的 な方法を 用 い ，各 ク ラ ス タ ーの 重 心 間 の 距 離 を，ク

　　ラ ス タ
ー
間 の 距離 と した 。
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項［
日

得

点

の

平

均

4

，」

リ
レ

i

2
丶

＼＿＿’”一、＿
　 　 　 　 CL3

　 　 　 1
　　　　 中123 高 123 大 ユ 234

　　 FIG．3　各 ク ラ ス タ ー別 の 項目得点 の 年齢的変化

項 目は，主 に 環境や運 の 効果 ， 及び努力 の 効果 に 関す る

もの で あ り，ク ラ ス タ ー3 に 属す る もの は ， 努力万 能主

義，特に友人関係 に おい て 努 力す る こ と の 効果 に 関す る

項目 で あ っ た e

＊

　 考　察

　予想され た よ うに 加齢 に と もな う内的統制傾向 の 減少

が 認 め られ た 。 現在高校 へ の 進学率は 非常に 高 くな っ て

お り， 高校生 は ，こ の 年齢層 の 標準的 な 集団で あ る と考

え られ る。ま た ，こ こ で 対象 と な っ た高校 は ， 公立 の 平

均的な高校 で あ 凱 学校間 で の LOC 得点 に つ い て の 差

も認 め られ な か ワ た t し か し な が ら，本研 究 で 対 象 とな

っ た 大学 に おい て は ，
LOC 得点の 大学間差 は なか っ た

と は い え ， 大学生 自体，必 ず し も同年齡層 の 平均的 な 集

団 と は 言えない 。そ の 意味で こ こ で 見 い だ され た変化 は，

年齢的変化 とは い っ て も， 中学 ， 高校生 t 大学生 に お け

る変化 で あ る と い う限定 が あ る。しか し な が ら，専門学

校 生 な ど に つ い て の 若 干 の 調 査結果 で は，む し ろ 内的統

髑傾向 は ， 同年齢 の 大学生 よ り も低 い こ と が 示唆 され て

S5　P，集団 が 限 定 され る こ とに よ っ て ， 年齢的変化が過

大 に 評価 され て い る こ とは な い で あ ろ うと考 え られ る 。

　中学，高校，大学 そ れ ぞ れ に お け る LOC 尺度 の 因 子

構造は，比 較的よ く
一致し て い る の で ， こ こ で 見 い ださ

れ た年齢的変化 は質的 な変化 で は ない と言えよ う。 本研

究は横断的 な 研究で あ る の で ，こ こ で み られ た年齢 の 効

果 を ，
コ ホ

ー
ト効渠や時 代効果 か ら分 離す る こ と が で き

な い 。Doherty （1985）は，1970年代後半に 女性 に お い て

拳各 ク ラ ス タ ー
に 属す る 項 目は 以下 の 通 りで ある。

ク ラ ス タ ー1　項 目

ク ラ ス タ
ー2 　項 目

ク ラ ス タ ー3 　項 目

61只
U8

尸
∂

1

　
1491078

43

冖
厂

111126

珪

123

外的統制方向 へ の 移行が見 られ た と し て い る が ， 本研究

で 得 た 資料 か ら す る と，ユ981年か ら 1985年ま で の 5 年間

に お い て 大学生 の 内的統制得点 の 平均 は 変化 し て い な い

（19SI年 の 平均 は，　 ljg．7，19鼠 年で は ，49，9，1985年 て は ，49．7

て あ っ た ）。 従 っ て や は り本研究 で 得 られ た年齢的変化は

加齢効果 に よ る の で は な い か と ， 老え られ よ うc 中学 か

ら大学ま で
一

貫 し て 特 に 減少傾向がは っ き りみ ら れ る も

の は ， 友人関係 に お け る努力 の 効果 に 関す る もの で あ る 。

こ の 結果 は ，樋 口 ら （1981） に お い て も，友 人 関係領域

で の 内的帰属 の 低下 が顕著で あ る こ と と，帰 を
．一に す る

もの で あ る。実際に友人 関係に お い て ， 統鯏不能な事態

を経験 す る こ とが ，友人 関係 に お け る 努力の 効果 を否定

的 に 評価す る方 向 に，認知 を変化 させ る の で は な い か ，

と考えられ る。一方 ク ラ ス ター2 に 属す る
一一

群 の 項 目 で

は ， 中学 か ら高校 まで の 問 に 変化 がみ られ る。認知発達

の 側陶か ら 見れ ば，随伴性を判断 す る 際 に 環境要 因 な ど

の 外的要因 の 効果 も考慮す る よ うに な る （例 えttt“
’
ei．sz

and 　Camer ・ n，1985），と考 え られ る が，諸外国の LOC の

年齢的変化 に 関 す る 硬究結果 で は ，逆 の 傾向がみ られ て

い る の で あ る か ら， こ れを単に 自己 中心 性 か らの 脱却 と

い うよ うな認知的発達 の み で 説明 す る こ と は で きな い で

あ ろ う。日本の 教育環境に お い て ， こ の 時期に努力を し

て もそ れ に 応 じ た結果 が 得 られな い よ うな 経験 を す る機

会が 多い と い っ た こ と が あ るの か もし れ な い 。し か し な

が らク ラ ス タ
ー 1 に属す る項 目群 で は 変化 が み られな い

の で あ る か ら，もの ご と は な りゅ き に ま か せ る よ ！，自

分 自身 で 決断 し た 方 が よ い とい う考 え 方 は ，滅少 し て い

な い 。自己 決定は ，良い 結果 を生む ため に は 必要な こ と

で あ る と い う考えは ， もち続 け て い る が ，そ うし た か ら

とい っ て ，必 ず良 い 結果 が 生 ま れ る もの で は ない
， と い

う意味 で 外的要因 の 効果の 認 識の 増大 ，努力 の 効果 の 評

価 の 低下 が お こ る，と い え よ う。

調 　査　 H

　調査 1 に お い て 加齢 とともに LOC 得点 が 低下す る傾

同 が，特 に 環 境 や 運 の 効果 に 関す る 項 目で は 中学か ら高

校の 段階 で ， 外的統制 の 方 に 平均がずれ る傾向が み られ

た 。こ こ で は ，中学及 び 高校 で の 生徒 の 学校生活 の 様 子

と，LOC との 関係を探 索的 に検討 し，加 齢 と と もに 内

的統制感 が低下ナ る こ と の 原因を考察す る 、ヒで の 資料 と

す る。

　方　法

　（被検者）

　調査 1 の 被検者
’
の うち，中学生4310名，高校生 669名 。

各学年毎 の 被検者数 は ，中学 1 年，1503名，1 “，1600
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名 ， 3 年， 1207名， 高校 1 年 ， 254 名 ， 2 年 ， 212 名 ， 3

／．F，　203名o

　（質問紙）

　LOC 質問紙に 加 え て ，学校生活 に 関す る質問 ， 及 び

生 活 態度一
般 に 関 す る質問 を行 っ た。こ れ らの 質問項 目

は ，山 村 ・高僑 （19S6 ） に お い て 用 VNられ た も の で あ る。

　生 活 態度 に 関 す る質問．自己 統制，依存 的態度 ， 自立

性 ， 無力感な ど多岐に わ た る項 目か ら構成 さ れ る 。R・i

い 」 「い い え」 の 2 件法 に よ る51項 目か ら な る。

　学校 で の 行動 に 関す る質問。学校生活 へ の 適応 に 関す

る 項 目 ， 勉強 に 関 す る項 日，友人 ，教師 との 関係 に開す

る項 目な ど か ら構成 され る 。や は り 「は い 」 「い い え 」

の 2 件法 に よ る39項目か ら な る。

　結 　果

　生活態度及び学校 で の 行動 に 関す る 質問項 目は 探索的

に 作成 し た も の で あ る の で ，そ れ ぞ れ因子分析 し ，有効

な項 目か らな る 尺度 を構成 し た 。 ま ず，生活態度 に 関す

る質問 で は ，5 因 子 を抽出 し，ヴ ァ リマ ッ ク ス 回転解 の

結 果 に 基 づ い て ，そ れ ぞ れ の 因 子 に 高 い 負荷 をもつ 項 目

か らな る 5 つ の 尺度を構成し た。「な に もす る気 が お き

な い こ ‘ が あ る」 「自分 をつ まらな い 人問だ と思う」 「な

に を や っ て もお も し ろ くな い 」 な ど意欲 の 低下や 無力感

に 関す る尺 度 （11項 目〕，「じぶ ん の 気持 ちを抑 え る こ と

が で きる 」 「生 活 の き ま りは じぶ ん で き め る 」 な ど 目 己

統制 に 関す る 尺度 （11項 ヨ），
「人間は結局 自分 の こ と し

か 考 え な い もの だ 」 な ど世 の 中 ， 入間 に 対 す る 不信感を

反映 了 る と思 わ れ る 尺度 （10S 目），「わ が ま ま な 方 だ 」

「甘え ん ぼ うだ とい わ れ る 」 な ど 依存性，自己 中心 ｛生 に

関す る もの （6 項 目），「親 と意見 の 食い 違 うこ と があ る 1

「親の 知 ら な い 自分だ け の 秘密をも っ て い る 」 な ど 親 か

ら の 自立 に 関す る もの （G 項 目） の 5 つ で あ る （い ず れの

因 子に 対 して も高い 負 荷を も た な か っ た 7 項 目は 排 除 し k ）．

　 学校 で の 行動 に 関す る 質問 に 対 し て も ， 同様 に し て 3

つ の 尺 度 を構成 し た。そ れ らは ， 「カ ン ニ ン グを す る j

「先生 の 言 うこ と を き か な い 」 な ど学校 で の き ま り ， 暗

黙の 道徳 に 反す る よ うな 逸脱行動 に 関す る もの （ユ頭 目），

「た い て い の と もだ ち と な か よ くで き る 」 「先生 と気軽 に

話が で き る 」 な ど適応的
・一
協 調 的行動 に 関す る も の （ユ3

項 渺 ， 「勉強は 自分 か ら すす ん で す る」 「い ろ い ろ な 役

を自分 季 ら 引き受 け る ．な ど積極的
一

達成的行動 に 関す

る もの （11項 目）で あ る （い ず れ の 因 子に 対 し て も高 い 負荷を

示 さ な か っ た 3 項 目 は 排 除 し た ）。

　 それ ぞ れ の 尺度 に つ い て ， 「は い 」 に 1 を ， 「い い え 1

に 0 を与 え，そ の 平 均 を 尺 度得点 と し た。従 っ て こ の 尺

度得点 は rは い 」 と答 え た割合 の 平均で あ る 。
こ れ ら の

尺度の 性質を検討す る た め に ， そ の 年齢的 な 変化 に つ い

て み る と，生活態度に 関す る 尺度に お い て は，無力感，

及び 自立傾向 が ， 年齢と と もに 高くな る と い う傾向がみ

られ た。ま た ，学校 で の 行動に関する 尺度 に お い て は ，

逸脱行動が ， 次第に 増大 し，達成行動 が 逆 に 次第 に 減 少

す る傾向 が み られ た （FIG ．4 ）。
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FIG，4−1 生 活態度に 関す る各 尺 度の 年齢的変化
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FIG ，4−2

中1 2 3 高 1 2 3

　 学校 で の 行動に 関す る 各尺度 の 年齢的変化

　 こ れ ら の 生活態度，学校で の 行動に つ い て の 尺度 と ，

LOC 得点 と の 相 関係数を TABLE 　4 に示 す。ま た こ れ ら

の 尺 度 に は ， 年齢 と相 関を も っ も の が あ る の で， LOC

との 単純 な相関は ．年齢 に よ る 偽似的 な 効果 を反映 し て

い る 可能性 が あ る e そ こ で 年 齢 に よ る効果 を排除 し た 偏

相 関係数をあ わ せ て 示 し た。予 想され る よ うに 無力感 と

LOC の 問 に は ．4程度の 負の 偏相関がみ ら れ ，積極的
一

達成的行動 と も、3程 麌の 正 の 偏相 関 がみ られ た。そ の 他

．3程度 の 偏相関 を し め し た もの をみ る と ， 自己統指唖傾向
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TABLE 　4 生 活 態度及 び 学校 で の 行動に関す る

　　　　 尺度 と LOC との 相関及び 年齢 を統

　　　　 制 し た偏相関

尺 度 LOC 　匡   偏相関

無

自

不

統

力

信

己

感

制

感

依 存 ・自己 中心性　1
自 立 性 1

一．41
．30

− ．33
− ．06
− ，13

一．40
．31

− ．34
− ．06
− ．09

逸 　脱 　行　動 1
翫 黼 翻 行剃
積極的達成的 行動　1

．18
．42
，33

．1S
．41

．32

と正 の ， 不信感 と負の 相関が認 め ら れた 。 さらに適応的

一
協調的行動と LOC の 問 に は，4程度の 正 の 偏相関が認

め られ た 。

　考　察

　予想 され た よ うに 無力感 は 中学 か ら高校 に か けて ， 次

第に 増大す る 傾向 を示 し た。実際項 目毎 に み て み る と，

例 え ば 「な に もす る気が お きな い こ と が あ る 」 に rは
い 」 と答 え た 人 の 割合は，中学 1 年 で 59％，高校 3 年 で

は 84％ で あ っ た 。「わ け も な く不安 に な る こ とが あ る」

に 対す る賛成率 は、中学 1年で 36％，高校 3 年 で 62％，

同 じ く 「い つ も疲 れ た感 じ が す る 」 に 対す る 賛成率は，

そ れ ぞ れ 24％ と46 ％で あ D ， 実際 に 感情と して の 無力感

が増大 して い る こ と を うか が わ せ る結果 で あ る。 LOC

得 点 は，加 齢 と と もに 外的統制方向 に変化 し ， 無力感も

加齢 と と もに 増大 し て い る が，両者の 娼開は 年齢 の 効果

を統制 し て もなお．4程度の 有意 な もの で あ っ た ．そ れ 故

LOC 得点の 変化 は ， ただ単に 事象の 統制 に 関す る 認知

の 変化 だ け に と どまらず，感情 と し て の 無力感 の 変化 を

もと も な っ て い る と考 え られ る。 こ の 結果 は LOC の 変

化が単 に 自己 中心 性か らの 脱却 とい う観点 か ら だ けで は ，

説明 で きな い と い うこ と を示 す もの とい え よ う、

　
一

方積極的
一

達成的行動 との 問 に も予想 され る よ うな

止 の 関係が 認 め られ た。積極的一
達成的行動傾向 も，L

OC も共 に 次第 に 低下 し て い る が，こ こ で も こ の 年齢 の

効 果 を統制 し て も， 単相関 と同程 度の 相関 が み ら れ た。

　さ ら に そ れ よ り少 し大 きな 相開が，適応的
一

協調的行

動 と の 問 で み られ た 。 こ の こ とは ，調査 1に お い て ， 友

人 関係 の 項 目が ひ とつ の ク ラ ス ター一を形成 し ， そ れ ら が，

中学生 か ら大学生 まで
一
貰 し た年齢的変化を示 し た とい

う結果 とあわ せ て，LOC 信念 の 形成 に 対 し て 友 人 関 係，

先生 との 関係 など他者 との 関係が重要 な役割を果 た し て

い る こ とを うか が わ せ る もの で あ る。ま た 自己 統制 や 不

信感 と の 問 に も耜関が み ら れ た が，適応的
一協調的行動

を含め ， こ れ らは
一
貫し た年齢的変化を顕著 に 示 し て は

おらず，LOC 概念との 関連は 認 め られ る もの の ，しOC

の 年齢的変化 を理 解する 上 で は，重要な 要因 とは い えな

い o

　本研究で 見 い だ された LOO の 年齢的変化傾向は ， 従

来 の ア メ リカ で の 研究結果 と異 な る もの で あ っ た．こ の

点 に 関 し て ， 次 の よ うな こ とが考え られ る e ひ とつ に は，

本研究 の 対象 は 中学生 か ら大学生 で あ り，従来 の 研 究 は

青年期 を扱 っ て い る もの も あ る もの の ，小学生 を対象と

した 研究が多 く，そ の た め に 結果 の 食 い 違 い が み られ た

可能性もあ る。従 っ て 小 学生 に お け る LOC 信念 の 年齢

的変化 を検討す る 必 要が あ ろ う。ま た 用 い られ て い る 尺

度 も異 な っ て い る の で そ の 点 の 吟味も必 要 で あ ろ う。し

か し 無力 感や 積極 的 一
達成的行動と の 関連 か ら考 え る と，

や は り文化的環境，教育環境 の 相違が 大 きな要因 で は な

い か と考えられ る。学校が楽 し い か ど うか とい う国 際 比

較 に よ る と，ア メ リ カ で は 小学生 と高校生 で大変楽 しい

と囘答す る割合 に あま り差 が な い が，口本で は 高校生 で

そ の 割合 が 激減す る と い う　（千石 ・飯 長，1979）．A 皿 es

（1994 ）は 競争的環境が ， 学校生活 に お け る子 ど もの 自己

評 価 の 低 下 を も た らす の で は な い か ，と述 べ て い る が ，

日本 の 教 育 環 境 に お け る 入学試験 を目標 と し た 競争的状

況 が，LOC の 外 的統制 へ の 変化や ，ひ い て は 無力感 の

増 大をもた らす要 因 で あ る 可 能性 も 考 え られ る の で あ ），

こ れ か ら の 検討が 望 まれ よ う。
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