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児 童 の 達成 に お け る原 因帰 属 一 感 情反 応 に つ い て

丹　羽　洋 　子
＊

AT
”
rRIBUTION −AFFECT 　 PROCESSES 　 IN　 ACHIEVEMENTRELATED

　 　 　 　 　 　 CONTEXTS 　IN 　SCHOOL 　AGE 　C 田 LDREN

Yoko 　 NIWA

　　Three　 studies 　were 　conducted 　to　examine 　linkages　between　cog ロ ition　and 　emQtion ．工n

the 丘rst 　invesしigation，　subjects 　were 　asked 　to　name 　ten 　affects 　that 　would 　be　experienced

when 　they 　succeeded 　or　failed　in　an 　exam ．　 Afactor 　a．　nalysls 　of 　tbe 　afEects 　revealed 　a

P ・ev ・ ［・ ・t ・ff・ct　 facL・ ・，・ ・elf … teem 圭act ・ ・
，

・ nd ・ ・p ・ cific 　 att ・ib面 ・ n −d・p・ ndent ・ffect

factor．　Next，　using 　these　affects ，　the 　relation 　between　two　components 　of 　the 　attribution

process （causal 　 attribution 　and 　 causa 里 dimension）　a 【ld 　affective 　reactlons 　to 　success 　and

failure　were 　empiricalty 　tested ．　 Study 　2　 was 　an 　 experimen 亡 requiring 　subjects 　to　imagine

themse ［ves 　in　different　 Rchievernent 　situations 　and 　to τ ate 　affective 　 reactions 　to　success 　or

failure，　 In　study 　3，　 subject 　 were 　asked 　to　rate 　 affective 　reactions 　to 　perfor 皿 ance 　on 　an

actual 　 exa 皿 inatiGn．　 Results　indieated　that 　 causal 　 attributlon 　and 　 causal 　dimension　had

both　joint　and 　independent 　effects 　on 　affective 　reactions ．　　1皿 plications 　fQr　a　theoretical

m ・d・1 ・ f　 the ・ el ・ ti。 n 　b ・tw ・・n ・tt・ibuti・ n 　p ・・ c ・ss ・・ and ・ffect・ w ・・e　di・cu ・sed ・

　　K ・ yw 。 ・d ・ ・ causal ・tt・…b・ tl。 n ，　 c・ u ・al　dimen ・i・ n ，・ff・ cti ・ n ，・chi ・ v ・皿 ・nt ，・ch 。 ・1 ・ge

children ，

　感清 へ の 認 知論的 ア プ ロ
ー

チ に お い て は ，心 理 学的 に

複雑な 認知過程 に 含 ま れ た，そ の た び ご と の 結果 と し て

感情経験が考え ら れ て い る。た と え ば，Arnold （1960）

は ，刺激 の 認知 に よ っ て ，primary 　 appraisal と，素朴

な （prinlitive）感情反応 が 喚起 され ，続 い て　secondary

appraisal が 生 じ る こ とを指摘 して い る。さ らに ，自己 に

関す る よ P高度な 心 理 学的 メ カ ニ ズ ム を含 み ，こ れ に よ

っ て 感情を鮮明 に し た り， 感情経験 を 調整 した り，そ の

質 を 変 え る こ と が で き る と して い る 。

　 ま た ，帰属理論 の 枠組 み （Wciner ，1977・1979） に お い

て は ，ま ず第 1 に，あ る 出来事 の 結果 に たい す る認知 さ

れ た 成功 ・失敗 （p・’imary 　apprEtisal ）に 基 づ い て ，一般的

な正 ま た は負 の 素朴な感情 が 生 じ・る と して ，こ れ を 「結

果依存 の 感情 （outco 皿 e −dcpendent　 affect ）」 と名 づ け て い

る e こ の 様な 感情が 存在す る ら し い 事 は，い くつ か の 研

究 （Kelly，1983）で 見 い だ さ れ て い る が，実際 に は ど の

・ 筑渡大 学心理 学研究 科 （lnstltutc。 f　Psychol。9y ．　 Univer−

sity 　 of 　Tsukuba ）

よ うな感情 が ，結果 に 依存 した感情で あ る か は明 らか に

さ れ て お らず，こ れ ま で 個 々 の 研究 で 用 い られ た感情は ，

研究 ご とに 異な っ て い た 。

　帰属理論的 ア ブ v 一チ で は ，2 っ め に 「帰属 に 伴 う感

情 （fittributlon −linked　affect ）」 を仮定 して い るひこ れ は ，

もし結果 が negative な もの で あ っ た り，予 想外 で あ っ

た り，重 要 な も の で あ っ た な らば，そ の 結果 の 原 因 が追

求 され ，選 ば れ た 原因 に よ っ て さま ざま な感情が 生 じ る

と し て い る。こ の 様な理 論 と
一致 した結果 と し て は，

McFarland ＆ Rog £ （1982） な どの 研究 が あげ られ る 。

そ こ で は，11項日 か らな る気持ち に つ い て の 形容詞尺 度

が つ く られ 因子 分祈 さ れ た。そ の 結果 3 因 子 （negative

感惰因子 ・
　pesitive 感情因子 ・sclf

−
esteem に 関す る感情因子 ）

が 抽 出され，こ の うち self −esteem に 関す る 感 情 は，

帰属 に よ っ て 影響 され る 感清 と判断 され る。

　 と こ ろ が
一

方 ，こ の 様 な仮説状況で は な く， 自我 関与

状況 に お け る 感情 に っ い て 研究 した 結 果 で は，Reimer

（197tt） の 研究に み られ る よ うに
，
　 Weiner の 主 張す る 2
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種類の 感情は見 い だ さ れ な か っ た 。 ま た 、Ruble （ig76）

の 研究に お い て も，感情は 単
一一・

の 「うれ し い （happy＞ゴ

ー 「悲 し い （sa 〔lness）」 の 次元 の み で 測定 さ れ る こ とが示

され て い る。X￥einer 　G979） は仮説状況 で の 大学生 に対

す る 評 定 か ら，8 つ の 帰属因 に つ い て 各 々 生 じ る と さ れ

る 感情をあげて い る e しか し，果 た して 実際 の 達成状況

で ，こ の 様 な帰属 に よ っ て 生 じ る 感情 が存在 す る の か ど

うか は，未 だ 明 らか に され て い ない 。 した が っ て ，帰属

ご と に 生 じ る実際 の 感情に つ い て も疑問が残 る。

　 さ ら に，帰属理 論 の 立場 で は，3 っ め と して ，感情過

程に は 「原因 の 次元 」 が重要な役割 を果 た し J 各々 の 原

因 の 次 元 は 独自に 何 ら か の 感情経験 と関連す る と し，た

と えば locusの 次元 は プ ラ イ ドに 閼連す る 事を仮定 して

い る。原 因の 次元 と感情反応 の 連鎖 に っ い て ，Smith ＆

K 玉ueg εi （1982） は ，口々 の 生活 に お け る 内的帰属 が ，恥

’失望 ’フ ラ ス トレ ー
シ ョ ン に つ な が る こ と を示 した。

しか し，安定 性 と ゴ ン トロ
ー

ル 可能性 の 次元 が ， 感情に

関連す る こ とを見 い だ せ なか っ た。McAuley ，　Russell，

＆ Gross （1983） の 研究 で は，運動 の 遂行 に お い て ，コ

ン ト ロ
ー

ル の 次元 は IOCUtSの 次元 よ り情緒反応 に影響 し

て い る こ とが 明 らか に され た．こ の 様に ， 原因 の 次元 と

感情反応 に つ い て は，一
致した結果 は 得 られ て い ない 。

　 以 上 の よ うに，認知 と感情 の 連鎖 に っ い て ，3 っ の 側

面 か ら見 て きた が，こ れ ら は い ず れ も大学生 を対象 と し

て 導 き出 され た 結果 で あ り， 子 ど も に っ い て 独 自に 達成

に お け る感情反応を見た もの は 少 な い。わ が国 に お い て

も，達成 の 分脈 で 感情を扱 う揚合，Welner の 理 論 に お

い て 見 い だされ た感情が そ の ま ま使用 され て い る p た と

え ば，自尊心 と原 因帰属 の 結び 付きを小学 2 年生 か ら大

人 ま で 検討 した速水 （1984） の 研究 で は，自尊感情 と し

て 「自慢 ・自信」「恥
・
や る 気 を 失 う」の 表現が採用 され

て い る 。ま た，高校生 に つ い て ，Weiner の 帰属 モ デ ル

の 検討 を行 っ た 相川 ら （1gs5） の 研究 で は，結果依存 の

感情 と して Fうれ しい ・楽しい ・が っ か P ・悲 しい ⊥ 帰

属 依存 の 感情 と し て 1ほ こ ら し い ・気持 ち が よ い ・恥 ・

み じ め ： が 用 い られ て い る。 し か し，まず感情 の 表現 の

問 題 と して，Weiner の 結果 をそ の ま ま 訳 して 日本語 に

あて は め る こ と が適切か ど うか が問題 に な っ て くる。さ

らに，子 ど も に っ い て 研究す る 場合，Weiner の 言 う程

に感情 が 分化 し て い る の か ど うか が 問題 で ある 。

　そ こ で ， 本研究に お い て は ， ま ず最初に，子 ど もが 達

成に よ 一p て 生 じ る 感情反応 に は ，どの よ うな もの が ある

か を調査 し，そ の 種類 を明白 に す る こ と を，第 ユの 目的

とす る 。次 に ，そ こ で 見 い だ された感情を用 い て ，こ れ

ま で 別 々 に 検討 され て きた 原 因 帰属 ・原 因 の 次元，並 び

に感情 との 関連 を検 討す る こ とを第2 の 目的 と する。さ

らに ，こ こ で 見 い だ され た認 知一
感情 の 連鎖 が，実際 の

達成揚面 に おい て も見 られ る か ど うか に っ い て ，検討す

る こ と を，第 3 の 目的 とす る。

研　究　 1

　 目　 的

　 児童が達成に よ っ て ， 生 じる感情反応を 自由記述 に よ

っ て 集 め ，そ の 種類 を明 ら か に する こ と を 目的 と す る 。

　 その た め に，Weiner の 結果を中心 に
， 問題点 を さ ぐ

っ て い くと，まず第 1 に 問題 に な る の は ，「満足 」 の 感

情 で あ る 。一
方 で は ，自尊感情 に 結び つ くこ とが指摘さ

れ て い なが らまた別 の 論文 （Weiner ，1979）で は，帰属 と

感情 に っ い て の 研 究 を レ ビ ュ
ー

し て ，「成 功 の 時 の 感情

を測定 す る の に，過去 の 研究 で は ほ とん ど 1’どれ くらい

満足 か 』 の 質問が用 い られ て い る，し か し，こ の 満足 の

感惜 は
， 全体的な情緒状態 をあ らわ すもの で ある か ら，

こ れ を 用 い る の は，ふ さわ し くな い 」 と述 べ て い る。

　 さ ら に，2 つ め の 問題 は 「自信 」 で あ ろ う cWe 三ner

の 1978年 の 論文 で は，能力帰属 と結び つ く と しな が らも，

1979年 の 論文で は ，「うれ しい と 自信 は ，成功 とい う結

果 に よ っ て 生 じ る 感情．、と述 べ て い る 。自信 とい え ば，

直感的 に は 自尊感情 と結 び つ い て い る よ うに 思 わ れ るが ，

果 た し て い ずれ で あ る の で あ ろ うか 。

　 3 っ め に は 「恥 t が 挙げ られ る。Weiner の ig78年 の

論文 で は努力帰属 と結 び つ い て い た が ，19　79年 の 論文 で

は．恥 の 感情が 消 えて い る 。最近 1 自己価値理論 の 立場

か ら， Covington ＆ Omelich （1984） は 、全体的 な恥

（shame ）の 感情 は ，能力帰属 と関連 し た humiliationと，

努力帰属 と関連 し た gujlt の 2 つ の 要素に 分け られ る こ

とを提示 して い る。し か し子 ど もで も，恥 の 概念 は こ の

よ うに 分 化 し て い る の か ど うか 検討 さ れ る べ き点 だ と思

わ れ る。

　予備調査

　被験者　茨城県内 の 公 立 S 小 学校　 5 年生 47名， 6 年

生33名，合計80名 （男子 43 名 ・女 子37名）

　手 続 　自由 記 述 法 に よ る 。「テ ス トで 続け て良い 点 （又

は 悪い 点） ばか ！ と っ た 時 の 気持ち」 に っ い て ，10個ず

つ 回答を求 め た。

　結果　描写 され た 成功 の 感情 （平均5．4個 ） と失敗 の 感

情 （平均4．3個） の 内，感情 とは考え られ な い も の （お 母

さ ん に た た か れ る な とい う気持 ち，お こ ず か い の へ る 感じ，等 ）

を除い て ， 残 っ た 成功時 の 感情 は 13個，失敗時の 感情 は

12個 で あ り，TABLE ユ ・2 に 示 した通 り で あ る。尚，

〈　〉 内は ，児童 に よ っ て 記 述 され た すべ て の 感情語中
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丹 羽 ： 児童 の 達蕨 に お け る原 因帰民
一
感情反 応 に つ い て 13

TABLJi ・1　成功の 感情 に つ い て の 因子 分析

感 情語 ぐ出現 率％ 〉／Factor 1 H 皿 B「 h2

と くい な気持 ち くO．9＞
え らい ん だな あ とい う気持 ら く1．4；・

み ん な に み せ た い 気 持ち くL6 ＞

ど うど うとで きる く1．6＞
ほ ん とか な ？　（3．2＞
び っ く り した （1．9＞
て れ く さ い 感 じ 〈09 ／1・

ほ っ と した 気持 ち く2．8＞
や れ ば で きる ん だ な く2、8＞
自信が で きた 感 じ ・．☆ ン

うれ しい く13．0＞
今 度 もが んば ろ うとい う気持 ち く’t．4＞

自分に 満足 した 気持 ち 〈☆ 〉

よカ、っ た 　く10．6＞

や っ た
一

〈1ユ．1＞

．661
．572
，523
．49ア

．320

．6go
．675
，607

，316
．640
．514
，416

．37B
．359　　　．345
　 　 　 　 ，734
　 　 　 　．534

撚

謖

謝

謝
畑

麗

饗

雛
〈計56．2％ 〉　因 子負荷量 の 2 乗和　　　 1．608　　1・593　　1−・i1B　　1・135　　5・754

　　　　　　 （寄与率　％ ）　　　　 （10．72）　（10．62）　（9．45）　 （7，57）　（38．36）

　（注 ）　囚子 負荷量 ば ．3D 以上 を記 載 した 。尚，〈　〉 内は 記 述 された 全感 情語中 に 占

め る そ れ ぞれ り 感情語 の 出現 の 割 台。☆印 は，後か ら付 ：ナ加 え られ た 項 目

TABLE 　2　 失敗 の 感情 に つ い て の 因子 分析

感情 語 く出現率
e
％〉／Factor 1 皿 IV hS

み ん なに 知 られ た くない 気持 ち く2．6＞　 ．694

自 分がみ じめ な 気 持 ち く☆ 〉　　　　　 ．55B

し ょ ん ぼ り 〈2、O＞　　　　　　　　　．503

くそ一とい う感 じ く2．9＞　　　　　　 ．448

は ずか し い 気持 ち 〈12．2＞　　　　　　 ．375
こ ま っ 式二　〈1．7＞
し ま っ た く2．3＞
お こ られ るな ＜8．7＞
カ；っカ、 り　く3 ．5＞
ど う して か な とい う感 じ 〈52 ＞

だ め な 人間だ とい う気持ち 〈☆ 〉

自分 は ば か だ な あ と い う気 持 ち 〈O．9＞
か っ こ 悪 い とい う気 持ち く2．0＞　 　 　 　 ．34Z

自分に 自信を な くし た とい う気持 ち く☆ 〉

や って もだめ な ん だ と い う気持ち 〈1．2＞

．340
．578
．515

，454

．416
，377

．456

，724
，585

，408

．311

，653
．466

99652620074906573860166566

％

44

554335422164352

〈計45．2％ 〉　 因子 負 荷量 の 2乗 和 　 　 　1．863 　 1．637　 　1．514　 1．030　 6．044

　 　 　 　 　 　 （寄 与率 　　％ ）　　　　　　（12．42）　　（10．91）　　（10，09）　　（6．87）　（40．29）

　（注 ）　囚子負荷量は 、30以上 を 記載 した。尚，〈 〉 内は 記 述された 全感 清語 中 に 占

め る そ れ ぞれ の 感情語の 出現の 害哈 。☆ 印は ，後か ら付：ナ加 え られ た 項 目

に 占め る そ れ ぞ れ の 感情語 の 出現の 割合 で あ る。☆印の

っ け られ た も の は ，次 の 手続の 所 に示 し た 理 由に よ っ て ，

後 か ら実験者 に よ っ て 付 け加 え られた もの で あ る。

　方　法

　被験者　神奈川 県 下 の 公立 1 小 学校　 5 年生 1ユ1名，

6 年 生 120名，合計231名 （男予 127名，女 子 104名）

　手続　自由記述 で は 描写 さ れ な か っ た が ，Weiner

類の 能力帰属 と関連した感情又 は ，

に対応 し て お り 「有能感」 閃 子 と 命名で き よ う。第 2 因

子 は，運帰属を中心 と し た外的要因 へ の 帰属 に よ る感情

と老 え られ 「外的帰属 に よ る 感情」 因 子 と命名 で き よ う。

第 3 因 子 は，や れ ば で き る ・今度 も が ん ば ろ う （activa ・

t［・ n）・自信 ・うれ しい （安堵 ）・満足 で あ り，「努 力帰属

に よ る 感情 」 閃 子 と名 づ け られ よ う。第 4 因子 は，帰属

（1978） ら の 研究 に基 づ い て，有能感 も

し くは 無能感 に 関連 して い る と考 え ら

れ る 感情が ，そ れ ぞ れ ，成功時に 2 項

目，失敗時 に 3 項 目つ け加 え ら れ た

（TABLE　1 ・2 の ☆ 印を つ け た もの ）。こ れ

は，TABLE 　1 ・2 に あ る よ う に ，全感

情語 の 出現率が，児童 の 描写 した感情

の 50％程 度 し か な く，そ の 他 は 児童 の

気持 ちを表 わ し て は い る が，感情 で は

な い 言葉 で 占め られて い る 事 な ど か ら，

小学 5 ・6 年生の 感情の 語彙数 に は 限

度 が あ る と思 わ れ た た め で あ る。さら

に ，反 応 の 偏 りを防 ぐた め に，無関係

の 感情が 3 項目ずつ 挿入 された。従 っ

て ，成功時 ・失敗 時 と もに ／8項 目 の 感

情 に つ い て 「テ ス トで 続 けて 良 い 点

（又 は 悪い 点）を取 っ た 時 の 感 じ （気 持

ち）」が とて もそ う思 う（6点 ）〜ぜ ん ぜ

ん そ う思 わ な い （ユ点） ま で の 6 段階

で 評定 され た 。

　以上 の よ うな 質問紙が ， 各ク ラ ス 単

位で担任教師 が 1 問ず つ 読 み 上げ る こ

とに よ t）
一斉に 実施 され た。尚，得点

化に際 して は，挿入 された無関係 の 項

日は除かれ た。

　結 果 と 考察

　成功時 ・失敗時 の 感情反応への 評定

値 の うち，「ま ぐれ だ」 と 「し か た な

い な とい う気持 ち」 は と もに分 散 が 大

き か っ た た め，分析対象か ら除か れた。

従 っ て ，各 々 の 15項 目ず っ に っ い て ，

因子 分析 が行 わ れた。

　成功時 の 感情　因子 分析 の 結 果，第

4 固有値 と第 5 固有値 の 閥 に ギ ャ ッ プ

が 見 られ る こ と か ら， 4 因子 を抽出 し，

バ リ マ ッ ク ス 回転 を 行 っ た。回 転後 の

因子 分析結果は，TABLE 　1 の 通 りで あ

る 。第 玉 困子 は ，Weiner （1978 ） の 分

　　　　　　　　自慢 ・コ ン ピテ ン ス
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と関係 の な い ，成功 し た 時 の
一
般的 な喜び の 感晴と解釈

で き 「一般的な正 の 感情」 因子 と命名で きよう。以上 の

4 因子 は，ま さ に Weiner に よ っ て 仮説 され た 3 種類 の

感情に 一致す る もの で あ っ た。

　 そ こ で 次 に ，「自信」 の 感情につ い て み て み る と，本

研究 で は ，努力帰属 に よ っ て 生 じ る 感情 で あ る こ とが 明

ら か に さ れ た ． しか し，第 1 因子 に も負荷量 をもつ 事か

ら 「自信」 は あ る程度有能感 に っ な が る 感情で ある と推

測 で き よ う。

一方 「満足」 の 感情 に関 して は，努力帰属

に伴 う感情 で あ る と同 時 に ，成功 とい う結果 に伴 う
一般

的感情 （第 4 因子 ）で あ る こ とが わ か る．とすれば，先 に

述 べ た Weiner の 批判 （1979） ｝よ，実 に 的を得 て い る と

い うこ と が で き よ う。「どの く らい 満足 か ゴ に よ っ て ，

課題 へ の や る気の 情繽反応を測定 した 場合 に は，こ の 点

を考慮に入 れ て 考察す る 必 要 が あ ろ う。

　失敗時 の 感情　同様 に して
， 第 4 因子 と第 5 因子 の 間

に ギャ ッ プ が見 られ る こ とか ら， ・1因子 を抽出 し，バ リ

rV
　）7 ク ス 回 転 を行 っ た 。回転後 の 因子分析 の 結 果 は，

TABLE 　2 に 示す通 りで あ る。第 ／ 因 子 に は，知 られ た く

な い （guilt）・恥 ず か し い （shame ）・み じ め ・し ょ ん ぼ り

（落 彊）・くそ一
（不 満足）な ど ， 自分 自身の 責任 に よ っ て

失敗 を招 い た時の 感情と解釈 で き 「内的帰 属 に よ る 感

情1 因子 とで も命名され よ う。第 2 因 子 は，失敗 とい う

結果 に よ り生 じ る感 情 と理解 され 「一般的 な負の 感清」

因子 と命名 され た。第 3 因 子 は ，だ め な 入 間
・ば か だ な

（無能感 ）・か っ こ 悪 い （humiliation） と，無能感 に っ なが

る感情と予想され る た め 「無能感」 因子 と命名 された．

第4 因子 は，失敗 の 原因が能力不足 の せ い で あ る 時 の 感

情 で 「能力帰属 に よ る 感情 」 因子 と命名さ れ た 。

　以上 の 結果 か ら，「恥 」 の 概念が因子構造を複雑 に し

て い る こ とが 示唆 され る。ま ず 「恥ず か しい 気持 ち」 は J

最 も一
般的 な恥 の 概念 と考え られ ，内的帰属 に よ る 感情

因子 と
一

般的感情因子 に 負荷 し て お り，自己価値理 論に

お け る ，
shame に 相当す る と考え られ る 。

「み ん な に 知

られ た くない 気持 ち亅 は ，自分 自身 の 中 に幾分後悔 の 念

の 残 る 恥ず か し さで あ り，guilt に あ て は ま る と思 わ れ

る 。
「か っ こ悪 い とい う気持ち 」は ， 自分 の 能力 の な さを

他 入 に対 し て 恥 じ て い る わ け で あ る か ら，humiliation

と解釈 で きよ う。こ の 様 に 本研究 の 結果 は ，Covington

らの 恥 の 概念 を支持 す る もの で あっ た。また，恥 の 概念

は い ずれ も努力帰属 と 結 び つ い て お ウ，能力 が な い とい

う事態も さる こ とな が ら ， 自分 の 努力不 足 に よ り恥 の 感

情が生 じ る もの と理解さ れ よ う。注 目され るの は，同 じ

「恥ず か し い 」 とい う感 情で あ っ て も，大人 が考え る 以

上 に ，子 ど もの 自由記述 の 中に は多種類の 恥 が記述 され

て い る こ と，同時 に 因子分析に お い て も同 じ 1 つ の 恥 と

して ま と ま らず，す べ て 異 な っ た 意味 をもち．異な っ た

帰属 に よ っ て 生 じ る 感情で ある こ とで あ る。過去 の 研究

で は，失敗 の 時 の 感情と して ，恥が常に取 り上げ られ て

きた が，こ の 中に は 子 ど も で あ っ て も，さまざ ま に 意味

が分化 して い る こ とに 留意す る 必要が あ る と思 わ れ る 。

研　 究　 H

　 目　 的

　研究 1 で 見 い だ され た 児童 の 感情は，そ れ ぞ れ ど の よ

うな認 知過程 （原 鰹帰属 ・原因 の 次元 ）に よ っ て 生 じ る の

か を 明 らか にす る こ とを 目的とす る。

　 本来原因 の 次元 は，さま ざま な原因帰属 の 認知 に 基づ

い て ，そ れを同 じ意味内容 で 分類す る こ とが可能 で あ る

とい う発想 か ら生 じ た 概念 で あ る （Weiner 　1974）。も し，

最終的に原因 を次元 に よ っ て 認知す る と考 える な ら ば，

原因帰属 は 次元 と独立 に は，感情 に 対 して 重要 な イ ン パ

ク トを持 た な い と予想 され る 。 と こ ろ で こ れ まで ，原因

帰属 と感情，原因 の 次元 と感情 とい うよ うに，別 々 に感

情 と の 関係 が 取 り上 げ ら れ て きた こ とを考慮 す る な ら ば，

こ れ らは別 々 の 独立 した効果を持 っ た 2 っ の 帰属過程 と

して ，感情反応 に作用す る と考え られ る 。

　 研究 H で は ，果 た し て ど の 様 な プ ・ セ ス に よ っ て ．帰

属
一

感情過程が機能 して い る か を検討 す る事 を 目的 とす

る 。

　方　法

　被験者　茨城県 下 公立M 小学校　 5年生 ユ47 名　 6年

生 172名。合計 317 名 （男 女約 N 数〕

　 こ の 内， 5 年 1 組と 2 組 ・6 年 1 組 と 2 組 を成功 の 感

情群 ，5 年 3組 と 4 組 ・6 年 3 組 と4 組 を失敗 の 感情群

に割 り当て た。

　手続　  感情 の 測定　冊子 は． 6 っ の 異 な っ た原因 を

も っ 達成場面 につ い て の 例話か ら構成 され て い た。例え

ば ，「運動会で 朝 か ら体の 調子 ・気分 が 良 くて （悪 くて），

1 等 （ビ リ） に な っ た 」 〈気分〉 な どの 例話を 用 い ，達

成場面 の 原 因 が，能力 ・永続的努力 ・一時的努力 ・気 分

・
課題 の 困難 さ ・運 で ある よ う な 6場面 が選ば れ た 。 達

成 の 結果 は ，成功 （成 功の 感清群 用） と失敗 （失 敗の 感情群

用 ） の 2 種類 が 作 られ た。

　ま た， 6 つ の 達成場面 で の 感情評定 に用 い ら れた 感情

は 1 研究 工で 見 い だ さ れ た 感 情 で あ る 。成功 の 感情

（TABLE 　1 ） の うち，2 因子 に負荷 して い る 自信 と満足 は

包括的な感情 と考 え られ る た め，ま た ，ど うど うとで き

る に つ い て は ， 内部一
貫性 が低 い た め 除外 された。失敗

の 感情 （Tp ・BLE2 ） に つ い て も，内部
一

貫性の 低 い も の
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丹 羽 ： 児童の 達成 に お け る原 因帰 属
一

感 情反 応に つ い て 15

（お こ られ る な ・ど うし て か な と い う感 じ・や っ て もだ め な ん だ

とい う気 持 ち） は 除 か れ た。従 っ て ， 用い られ た感情は成

功 ・失敗共 に 12項 目で あ り，各々 の 達成場面 に お い て ，

こ れ らの 感情を ど の 程度感 じる か ，6 段階 で 評定 され た 。

　  原因 の 次元 の 測定　原因 の 次元 ス ケ
ー

ル とし て は，

Russell（1982） の もの が 用 い られ た。こ れ は 被験者 が，

Weiner （1979） の locus ・安定性 ・コ ン ト卩
一ル 可 能性

の 3 次元 か ら，達成の 原因 を ど う認知 し て い る か を測定

す る よ うに デ ザ イ ン され た もの で あ る。 3 次元 そ れ ぞ れ ，

3 項 目ず っ 合計 9 項 目 か ら な D，回 答形式 は SD 法 に よ

っ て な され て い る。こ の 様 な原 因 の 次元 ス ケール が， 

で 作成され た 6 つ の 達成場面 に つ い て 評定され た 。

　尚，以上 の よ う な調査 の 実施 に際 して は，各 ク ラ ス 単

位 の 集団形式 で ，担任 が 1問ず つ 問題 を読 み 上 げ る こ と

TABLE 　3　 感情に つ い て の 因子 分析 （成 功の 場合）

感 情項 目 1 n 皿 h ！

に よ り
一

斉 に 回答 して い く形式が と られ た 。

　結果と考察

  感情 の 因子 分析

　成功時の 感清　感情12項目の 評定値 に つ い て 因子 分析

を行 い ， 3 因子を抽 出 し て バ リマ ッ ク ス 回転を行 っ た 。

そ の 結果 ，
TABLE 　3 の よ う に

， 第 1 因子 は 「一般的な正

の 感情」 因子 ，第 2 因子 は 「有能感」 因子 ，第 3 因子 は

予想 外の 成功 か ら生 ま れ る 驚 き や疑問を表 わ す 「驚 き の

感情」 因子 と命名 された 。

　失敗時 の 感情　成功 時 と同 様 に ，因子分析 を行 い ， 2

因子 を抽出す る こ と に よ っ て ，バ リマ ソ ク ス 回転を行 っ

た。そ の 結果 ，
TABLE 　4 に示 され た よ うに，第 1因子 は

「一般的 な負 の 感情」 因子 ，第 2 因子 は 「無能感 」 因 子

と命名 で き よ う。

　　　以上 の 結果 は，研究 1 で の 分析結果 と若干異な D ，

　　努力帰属 ・外的 帰属 な どの 帰属 ご とに 生 じ る感悋が

うれ し い 　　　 　　　　 　　　 　、843

や っ た 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，797

よカ、っ汽二　　　　　　　　　　　　　　　　　　．757

今塵もが ん ば ろ う とい う気持 ち 　．5S3
や れ ば で きる ん だ なあ　 　 　 　 ．580
ほ っ と し た 気 持ち 　　 　　 　 　　．552

み ん な i二見せ た い 気持 ち

と くい な気持ち

え らい ん だ なあ とい う気持 ち

び っ くり した

ほ ん と か な ？

て れ くさい 感 じ

．520
，798
．734
．724

．5go

．77B
．767
，552

．833
．772
．750
．616
．740
．192
．838
．600
．745
．756
．802
．701

因子 負萄量 の 2 乗和

　 （寄与率 　％ ）

　 　 3．691 　　　2．784 　　　2．3〔｝5　　　8．780

　　 （30．75）　（23．20）　（19，20）　（73，16）
（注 ）　因 子 負荷量 は ．400 以 上 を 記載 した 。

TABLE 　4　感情に つ い て の 因子分析 （失敗 の 場合）

感情 項 目 1 H h2

がっか り

し ま っ た

し ょ ん ぼ り

こ まった

くそ
一とい う感 じ

み じめ な 気 持 ち

だ め な 人 閊 だ と い う気持ち

自信を な くし た

自分は ぼか だ な あとい う気 特 ち

か っ こ 悪い とい う気持ち

は ずか しい 気持 ち

み ん な に 知 られた くな い 気持 ち

，S62
．8el
．790
．763
．734
．6SB

．508

．543

．510

，869
．790
，773
，724
．707
．606

、86Q
．721
．753
．778
．622
．731

．343
．687
，782
，680
，757
，659

因 子 負荷量 の 2 乗和 　　　　　4，6嘘3　　 4・25D　　 8・893

　 （寄与率 ％）　　　　　　　　　　　（38，69）　　　（35，42）　　　（74，1ユ）

　　　　　　　 （注）　因子 負荷量 は ．400以 上 を記 載 した 。

　　見 い だ され て い ない 。 し か し 第 1 〜第 3 因子 と も，

　　寄与 率 も信頼性 係数 （．93〜．84） も高 く，安定 し た 因

　　子構造 を持 っ て い る と言 えよ う。した が っ て ，児童

　　の 感情反応 は主 に 以上 の 3 種類 （成 功時 ） と 2 種類

　　（失敗時） に分化 して い る と言 っ た ほ うが 妥当で ある

　　よ うに 思 わ れ る 。

　　  原 因帰属 と感情 の 関係

　　　特定 の 原因帰属 と感情反応 の 関係を 明 らか にす る

　　ため ，pair
−
wlse 　 t テ ス トが用い ら れ た 。尚 こ の 際，

　　2 因 子 に 負荷 して い る 成功 の 感情 2 項 目 と失 敗 の 感

　　情 3 項日は 分折対象 か ら除 か れ た。結果 はTABLE 　5

　　に 示 され た 通 りで あ る 。

　　　成功時 の 感情 　予想 に 反 し て ，一
般的 な 正 の 感情

　　は，特定 の原因 の 認知 に よ っ て 生 じ て い た。す な わ

ち，能力や努力 な ど の 内的要因 に 帰 せ られ た 時，ある い

は，偶然 の 成功 で あ っ て も 「うれ し い 」 感情は大き くな

る。し か し，課題 が容 易 で 成功 で き た 時 に は 「うれ し

さ」 は 減少す る。ま た 有能感 に っ い て は ．興味深 い こ と

に ， 能力 ・永続的努力帰属は コ ン ピ テ ン ス の 感情を高め

る が，一
時的努力は有能感 と は無関係 で あ る こ とが明 ら

か に され た。さ ら に驚き の 感情 は ， ず っ と努力 し続けて

き て ，あ る時予想 外の 成功 を お さめ た時生 じ，外的要因

に よ る 成功 は ，こ の 様 な驚 き の 感情 を低 め て し ま うこ と

が わ か る。

　失敗時 の 感情　成功時 と同様，一般的 な負 の 感情もや

は り，Weiner の 仮説 に反 し て ，原因帰属 に よ っ て 予 測

さ れ る もの で あ っ た。努力不 足 に よ る失敗 は 「し ょ ん ぼ

り ・が っ か り」 す る が，能 力 不 足への 帰属 は ，気分 ・課

題帰属 と同様，一
般的な負 の 感梼 を低 め る こ とが わ か る。
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TABLE　5　 　 原 因 帰属と

情 成　 功 　 　 時 失 　 敗

の 　 時 原
因帰
属 　 　． ．般 的 正の 感 情 　 有能 感 　 驚

き
り感 膂　 一 般 的 負の感

　 無 能 感

\
　　　カ

ー 時 的 努力

永続 的努 力

C 分 （ 体調

　 　　題

運 　3．

塞 　5．0E

　1413

掌 　
126

零 一
1

D21 掌 　19．23事
4

，42s　　　　　1 ．48
|O ．66 　

　　　　 − 0．02
　 7、50“　　　　8，03s
　ユ，68 　

　　　　　0．88
− 9，72’　　　−

8
．75宰

  4、58購

　　一5，

率 一2，

9 参 3．

零 11，

零 一5，

辱 一559

’　

C29 辱
0．40 　

D43
  　

1D7

ギ ー
−

D60 撃 一 ・ 11 ．89 掌 一・3． 48e 　 （ 注） 　表に 示さ れた値 は，Pair

wise 　t テ ス ト に よっ て求 め られたt 値であb ， 各原因 帰属 に つ い て のそ

ぞ れ の感情の 値と ，5 つ の他の原因帰属 に ついての感情 の値 とを比較し たもので あるe （成功

時df ＝14D，失敗の時 　df ＝139 ） ・ P く、 e5

TABLE 　6 　成 功 時 の 感 情 に及ぼす原

の 次 元 の効果 同 じ 結果が 予想さ れ る時

ある。「 一 般 的 な 負の 感 情」に っ い て

同 様に ， その 原 因 が

自分に あ ると認知 さ
れた 時 最大 になる

と が 明らかにさ れ た 。 　以 上 か ら ， 成

・
失

敗 の 感情 を 比較して みる と， 興 味 深い

に ，成 功 時 に はコント ロ ー ルの次 元 が

失 敗時 にはIOCUS の次 元 が関 係 し

い る 。感 情 に関 する形容詞を 因 子分析した 結 果， 正 の

情 と負の 感 情が見 いださ れ た（ McF

land ，1982 ）こと か ら み ても

正
の感情 の 裏 返 が負の 悋なの で

ﾍ なく 成
功時と失敗 時で は なっ た認 知 般的 正の 感 情

L 能 感 驚 ぎの感情 次　元 t9 　 eta 　　F βeta 　 　F βeta 　　F

ｴ 因の所 在　　0．049　0．268　　0．018　0．045　　−0．083 　0．758 安　　定　　性　

一 〇．U64 　　0．482 　　　0．
383 　　21 ， 295 事ウ

　
　ーO．020　　0 ．0

統 制 可

性　　O，1呂0 　 3 ．721 ” 　 0 ．170 　4 ， i2
h
　− O ． 04 @02

材 q』 1 A E　7　失敗 時

感情 に及ぼす原因の次元の効果 一般的負の感情 無能感
次
　元 6etaF βeta　　F 原因

ｽnl 〒在 　　　　　　0．

4　　 　　 27 ．728 ’s

　　　　　　O、363　　　　18．ユ25＃t 安
　定

性　　一〇，058 統制可能性　　　0．099

D534 　　　　　　
　0 ．13

@　　　 2 ， 659i 蓼 ユ ． 393 　 　　　 　 　 − O

095 　　 　　 1 ． 149 　　 　　 　 　　 　　“P
，01 無 能 感に つ い て も ，努力帰 属 によ

て強い無 能感 が生じ， 気 分 ・ 課 題 ・ 運 帰属 に よ っ て

能感 が弱めら れ る 。能 力 帰 属 と 無能感 の 関 係 は見 い

され な かった 。 　 以 上の事 か ら ， 特 定 の 原 因を 認知

る こ と に よっ て， ある

情が生じ て くるだけでな く， 同時 にそれは，他 の 特

の 感 情 を お さえ る働 き を す る 事が明 らかにさ れ た 。  

因の 次 元と 感情の関係 　祓 功 時 の
感情　次に 原 因の次 元 が

感 情 反応 と 関係し て い るかど う か を解 明 するた め ，

回 帰分析が なさ れた 。 結 果 は TABLE 　 6 の 逓り で

る 。 「 有 能感」は ， 原 因が 自 分 で統制 でき ．次回も

な じ 結 果 が 得 ら
れると 認 知でき たと き ，よ り 強 くな

と 思われ る 。「一般的 な 正 の 感 情 」 にっ い ても ，自

でどうにか できると認知したとき 最大 とな っている 。 「驚

の感 情」 は ， 原 因の次 元 とは 関 係 な く ，その場面 や

況 に よ っ て 生 ま れると考 え ら れる 。 　失敗 時の

情 　 TABLE 　 7 に 示した様に「無 能感」 が 最 も強 くなる の

， 自分に 原因 が あると 考え ら れ ，将 来も 的 メ カ ニズ ムで

情 反応の 生 じる事が 示唆され た 。 　ま た， Weine

i1979 ）では 特定の原因の次元と 結 び っ い た感 情と し て ，

cus の次元 に関す る プ ラ イ ドの感情 を 挙 げて い る

し か し 本 研 究 で は， 有 能 感 （ コント 卩一ル 可能 性 ）

無 能 感（ IOCU ・．）そ れぞ れ 特 定 の 次元と結 びっ い

ﾄい る と同 時 に，これ ら は 共 に 安定 性の次 元 とも 結び っ

｢ て い る 事 が 明 ら かにさ れた 。自

は優 秀 （ 無能 ） だと い う自 信 を 得る （自信を失 う ）

め に は ， 1 度 き り の 成 功 （失 敗 ） でな く ， 将来にお

ても 同じ結果 が予想される 事 が必要 であ る ためと 推

され る 。 　以上 の結果 か ら 原 因帰 属 と原 因 の次 元 と

情 反 応の 関 係に つい て 考え
てみ ると ，一 般 的な 正 ・

の感 情 や ， 有 能 感 ・ 無 能 感 は ， 原 因 帰属によ って 高

られ た り， 低め られた りする と同時 に ， そ れ ぞ れ特

の次 元 の 認 知によ っても 生 じ る と 理 解 される 。 一 方

きの感 情の様に， 何 ら か の 原 因を 認 知 す る事 によっ て 生じ

が， 次 元と は無 関 係の感 情も存 在 す る 。 故に ，原 因

属に よって のみ 直

導か れる認

過 程と ，

因の次 元 に よ っ て導かれ る認 知過 程 （原 因 帰属か ら

媒介 O 役 目 を 果 た す もの も 含む） とが 同 時に存 在 し

い か なる 感 情を経 験 するかが 決定さ れ る も の と 考 え

れよう 。 研　究 　 皿 　 目　 的 　研究H では，原因帰属 と 成 功

失 敗 の結 果 が 実 験 的 に 操作されたが ，この方 法 で は

たとえ実際 の感 情 が そ う で な く とも厂 特 定の原 因 帰属

感 情 の関連 性 につい ての 被験者の理 論 を反映した も

」 （ McFarland ，1982 ）とな る か もし
れ

い。そ こ で ， 被 験 児に 実際 に 自 我関 与 の 高 い 結果を

験
させ

る

が必要
と
思わ れ る 。 さ ら 1 こま た，研 究 n と同様の 方 法 で， 現
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討する こ と が可能に な る と思わ れ る 。

　そ こ で ，本研究 に お い て は ，学校 場面 に お け る 達 成

（テ ス ｝） を と 1）あ げ，各 自が そ こ で 得 た 結果 に基 づ い た

認知 と感情反応に つ い て検討す る こ とを 目的 とする。

　方　法

　被験 者　茨城県 下 の 公 立 N 小学校　 5 年 生 　141名 。

（男子 83名，女子58名 ）

　手 続 　  テ ス ト結果 の 評 定
一

算数の テ ス ト返 却直後 ，

そ の 結果 に つ い て 成 功ま た は 失敗 の 各自の 判断 が 求 め ら

れ た。  原因帰属 の 測定
一

成功 ま た は 失 敗 の 理 由 に っ い

て 自由記述が求め られ た 。   感情評定
一

自分 の テ ス ト結

果 を見 て ど う感 じ る か が，研究 H で 用 い た の と同様 の感

情項 日 （白分で 成功 だ っ た と思 う者 は 成 功の 感情，失 敗 と思 う

者は 失敗 の 感情） を用 い て 評定 された。  原 因の 次 元 の 測

定一自分 の テ ス ト結果 に つ い て ，研究 且 で 用 い られ たの

と同様 の 原因 の 次元尺度を用 い て 測定 さ れ た。

　 結果と考察

　 テ ス ト結果 に つ い て の 各 自の 判断 に 基づ い て ，成功群

・失敗群 に 分類 され ， 以 下 の 分析 は こ れ ら の 群別 に行 わ

れ た。ま た，自由記述 され た原因帰属 は， 2 人 の 評定者

に よ っ て 7 つ の 帰属 因 に分類 され た e 評定者間の
一

致率

は 88％で あ り，不
一

致 の 記述 は 2 人 で 討論 の 末，い ずれ

か の 帰属因 に コ
ー

デ ィ ン グさ れ た （TABLE 　8 参照 ）。そ の

TABLE 　8　成功 し た者 ・失敗し た者そ れ ぞ れ に

　　　　よ っ て なされた原因帰属 の 割合

た 「80点 も とれた か ら」 「全 然 で きな か っ た か ら」 な ど

も こ こ で は能力帰属 と し て分類 され た。気分 と性格 へ の

帰属 は ま れ に し か用 い られ な か っ た為，こ の 2 っ とそ の

他を除い て ，残 っ た 5 帰属因 が以下 の 分析 で 用 い られ た 。

  原因帰属 と感情

　研究 H と 同様 に 分析 さ れ た 結果 ，成功 の 感 情に っ い て

は，能力帰属 と努力帰属 い ずれ の 場合 も，3種類 の 感情

（
一

般的 な 止 の 感情 ・有能感 ・驚 きの 感情 ） と有意に 関係し て

い た （p〈．05）。 そ の 他 ， p＜．05 で 有意 に な っ た もの の み

を取 り上 げ る と，課題 が容易 で成功で きた 時 に は，驚 き

の 感情は最小 に な る と考 え られ る 。ま ぐれ （運 ） で 成功

で きた 時で も ， うれ しい の
一般的 な正 の 感情が 生 じ，ま

た こ の よ うに認知す る 程，有能感は低 くな る傾向 の ある

こ とが示 され た。こ れ らの 結果 は．TABLE 　5 で 示 され た

研 究 H の 結果 と一致 し て い る こ と がわ か る。

　失敗 の 感情は，課題 ・運帰属 し た 児童 が 少 な か っ た た

め 分析さ れ な か っ た 。能力 ・努力帰属 につ い て は ，

一般

的 な負 の 感情 ・無能感の 生 じる こ とが 明 らか に され た。

  原因 の 次元 と感情

　研究 1 と同様 に 分析 し た結果 「一般的な 正 の 感情」「驚

き の 感情」 「無能感 」 と，原因 の 次元 との 間 に有意 な 関

TABLE 　9　 「有能感」 と 「一般的な負の 感情」

　　　　に 及 ぼす原因 の 次元 の 効果

有能感
一

般的な 負の 感情

原因帰属因 （％ ） 成功群 失 敗群
次　元 βeta 　　 F βetaF

能 　 　 　カ

ー
時的努力

永 続的 努力

気分 （体 凋）

課 　 　 　題

　 運

性 　 　 　格

そ　の 　他

30 ．5（6，9）
45，86
．9

　 08

．32
，8

　 05

．6

）20（35409486331

　°
2151

34

　

　

　

　

　

1

原 因の 所 在

安　定　性

統糲可能性

O．139　　　2．572薯　　　　　0，150 　　　2，871 弓

0．166 　　　3．82504 　　　− 0．0367　　0，172
G．067 　　　0．602 　　　　　　 0．045 　　　0，264

内，能力帰属 に っ い て は，過去 の 研究結果 と同様 に，純

粋 に 「算数 は 得意 だ か ら」 「頭 が 悪 い か ら」 の 理 由 を あ

げ る 者 は （ ） 内に示 され た様に ， 僅か で あ っ た。しか

し，児童 に お ける 能力概念 の 発達 につ い て の 研究結果

（丹 羽、1988） で は ，
5 年生 は 「結果＝能力 」 っ ま り，よ

い 点 の ほ うが か し こ い （＝level　2 で こ れ以 ドに 属す る もの

31％ ），
「努力量 と結果 は 等 し く，多 い 努力 ま た は よ い 結

果 ＝能力 」 と認知す る者 （＝leve］3 で 23％） で ある こ と

が 見 い だ され て い る。従 っ て ，こ の 年齢 で は 半数の 子 ど

もが 「か し こ い 」
＝良 い 点を と る事 （「結 果」 に ょ る判 断 ）

と認知 し て い る 事が示 唆され た た め，20 ％強 を し め て い

事Pく（．05　事拿P＜．01

連 は見られな か っ た 。TABLE 　9 に ある 通 り 「有能感」 は，

成功 の 原 因 が 自分 に あ り，次 回 も同 じ成功 が 修 め られ る

と認知した時よ り強ま 1） 「一般的な負の 感情」 も自分 の

せ い で 失敗 し た と認知 した時生 じ る こ とが見 い だ され た。

　成功時 は コ ン ト ロ
ー

ル の 次元 と，失 敗時 は 1。cus の 次

元 と関連す る とい う研究 皿 の 結果 と比較 し て ，こ こ で は

い ずれ も，王OCUS の 次元 に よ っ て 予測 さ れ て い た。こ の

相 違 は，方法論上 の 違 い が考え られ る 。 架空場面で の 成

功 は ，自分が得た結果 で は な い た め，そ こ で の 成功 が 自

分 で コ ン トロ ール で きそ うか ど うか の 判断 が 影響 して く

る 。

一方現実の 達成場面 は，自分で コ ン ト ロ
ー

ル を経験

し た 結果 で あ る か ら，10。us の 方 が よ り有能感 を予測す

る と考え られ よ う。 し か しこ れ らは，あくま で も推論に

す ぎな い 、最近 ，絞制可能性 の 次元 は，援助行動や達成

一 17 一
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行動の 研究 で 取 り上 げ られ て い る が，こ の 様 な研究 H ・

皿 の 次元 の 相違 につ い て は，用 い られ た 課題 が架空場面

の 課題 か 実際 の 自己 の 達成 か，課題 が 自己 の ゴ ン トロ
ー

ル を どれ ほ ど予測 で きる もの で あ る か な ど の 違 い に注 目

して さら に検討，解明 さ れ な ければな ら な い 点で ある と

思 わ れ る 。

　以上 の 結果か ら，原因帰属 と原因の 次元 と感情の 関係

に つ い て ，見 い だ され た 関連は 少 な い が，傾向 は 研究 H と

やや類似 し たもの で あ る とい え よ う。従 っ て ，現実場面

で は研究 H ほ ど，こ れ ら の 結 び っ きが 明 確 で な い に しろ ，
ほ ぼ同様の 帰属

一
感情過程を経て い る と推測 で き よ う。

全体的 考察

　本研 究 は，思考 と感情の
一般的法則 を解明 して い く第

一
歩 と して ，感情 と帰属 の 関係 が検討 され た 。結果 ，

い

くっ か 問題点が 残 され た が ，その 1 つ と して 「一般的な

正 と負 の 感情 」 は，Weiner の 理 論と異 な P，特定 の 原

因帰属 や原 因の 次元 に よ っ て 影響 されて い た。本研究 と

同様 な結果 を得た もの と し て ，Russel1＆ Mehrabian

（1977） の 研究 が あげ られ る。そ こ で は 「うれ し い 」 の 感

情は，能力 ・努力 ・運 帰属 と結び つ い て い た。本研究や

上述 の 研究が，Weiner の 研究 と異 な っ た 理 由 と して は，

時 聞 的順序 性 が考慮 され な か っ た 事が考え られ る 。 感情

へ の 認知的ア プ ロ
ー

チ に お い て は， primary 　 appraisal

に続い て ，正 ま た は負 の pri皿 itive　 affect が 生 じ る と仮

定 し，Weiner は こ れ を結果依存の 感情 と した 。 し か し

本研究で 評定さ れ た 「うれ しい ・し ょ ん ぼ り」 などの 感

情 は，そ の 後 の secondary 　 appraisa1 を測定 した もの と

考え られ る 。 研究 1 で は，特定 の 帰属状況が先に設定さ

れ て お 9，研究 m で も，テ ス ト返却直後 とい っ て も児童

は達成結果 に つ い て さまざまな思考を行 っ たで あろ う し，

測定方法 か ら判断すれ ば ，当然原 因帰属 に よ っ て媒介さ

れ る と考 え る方 が 妥当 で あ ろ う。今後 こ れ らの 帰属 に影

響 され な い primitive　 affeCt をい か に とらえる か が 課

題 とな ろ う。

　また 全体的 に研究 H と皿 を比較 す る と，実際 の 達成で

は 帰属 と感情 の 結び つ きは 弱 い とは い え，研究H の 結果

と類似 した傾向を示 した 。過去 の 研究で は Russell（1977）

は大学生 の 中間 テ ス トに っ い て 研究 し た が ，原因帰属 と

原因の 次元 い ずれ も感情反応 との 関連は ほ とん どみ い 出

せ な か っ た。し か し，本研究 に お い て も実際揚面 で の 感

情が ， 研究 llで得られ た結果ほ ど は 明確で な い 理 由 とし

て ，次 の 様な事 が考え られ よ う。 ま ず研究 llで は ，帰属

一
感拵 の 一

過程 の み が取 り扱 わ れ たが ， 研究［の 実際場

面で は，認知
一

感情の 連鎖 が 同時的 に くり返 し行わ れ て

い る と推測 され る。す な わ ち 「さま ざま の 帰属 に よ り感

情が 生 じ る と い うよ りさ ま ざま の レ ベ ル の 感情が 異 な っ

た帰属を生 じ て い る」 （XVeiner 　1978） た め と考え ら れ よ

う。さ ら に 「感情反応 の 強 さと 方向 は 課 題 の 価値に 従 う」

（Covjngton ＆ Omelich　19S4） とす る な ら ば，研究 llで は

さま ざま の 価値 の 課題 が使用 さ れ た が ，研究1πで は テ ス

トとい う
一一定の 課題 を用 い たた め，結果に偏 りが み られ

た と も推測 で きよ う。

　さ ら に，本研究 で取 り扱 っ た の は，達成 の 際，認知 に

よ っ て 生 じ る感情の み にっ い て で あ っ た。し か し，実際

に は ，感情状態 が 認知過程 に 影響す る と も考 え られ る 。

た とえ ば，気分的 に落ち込 ん で い る 時や，常 に 抑 うっ の

気分 の 人 は，出来事を否定的 に 認知 し，negative な 感情

が生 じる で あ ろ う。従 っ て ，動機 づ け に お ける 感情 の 役

割を重視す る な らば，こ の 様 なよ り長期的 な感情 に っ い

て も，今後注 目 して い く必 要 が あ る と思 われ る 。
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