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資　料

職業的発達過程の 類型化 の試 み

一一
仕事 へ の 志向性 と心理 ・ 社会的発達 との 関連か ら

望　月　 葉　子
s

AN 　 ATTEMPT 　 IN　 CLASSIFYING 　 CAREER 　 DEVELOPMENT 　 PROCESSES

　　　 In　Re ）ation 　to　Orientation　to　Work 　and 　Psycho　social 　Deve ！opment 一

YOkO 　M ひCHIZUKI

　　The 　purpose　of　this　study 　was 　to　invcstigate　the　career 　developnlent　process ．　The

1tem　categories 　of　the　career 　development　and 　the　psychQ−sociai 　developlnent　 were

administered 　to　481　junior　h孟gh　school 　student 呂，662　senior 　high　school 　students 　and 　256

university 　s七udents ．　 A　factor　analysis 　of　50　jtellls　on 　the　career 　development　indicated

3factors　of　career 　development．　 Then ，　the　signs 　of　the　factor　scores 　were 　combined

to　classify 　the　subjectsinto 　8　types 〔〕f　career 　develc）pment ：Type 　A −WQrk 　commitment

（high　jntention　of　self
−
realization ； H ），Type 　B　Roleexplorati  ll 〔H ），Type　C −Evalua−

tion　criteria 　acceptance （H ），Type 　r）−Work 　alienatjon （H ），　Type 　E −Work 　commit ・

ment 　 Gow 　intention　of　self−realization 二 L），Type　F−Role　exph ｝ration （L），　Type 　G
−Evaiuatlon　criterla 　acceptance （L），Type 　H −Work 　alienation （L＞．　 The 　rnain 　fiind．

ings　were 　as 　follows： （1＞The 　career 　development　types　could 　be　i鼡 erpreted 　by　the

psycho
−
socia 】 deve！opmer 】t　fa⊂tく）rs 　；　（2）　Changes 　in　career 　development　patteTns

c 〔，rresponded 　to　age ；（3）Career　developmcnt　proceeded 　lll　the　order 　t（） Type　A ，　B，　E，
F，C，　D ，

　G
，
　and 　H ．

　　Key 　words 　l　career 　deve1Dpment　pr〔〕cess ，　type，　vocational 　socia ！ization，　ado ！escellc 巳

　Havighurst は発達課題 の 中に 職業を位置づ け ． 青年

期の 発 達課題 と し て 「職 業 を選 択 し準備 す る こ と」

（19瀬 ， 「生計 を立 て る意味で キ ャ リ ア に備 えて 用意 す

る こ と 」（1972 ）， ま た 成人前期 の 発達課題 と し て 「職業

生活 を ス タ
ー

トさ せ る こ と」q972）をあげ て い る。その

発達 課題論 は広 く発達 全般を取 り扱 う も の で ，これ ら

の 課 題 に 対応す る職業行動の特質 を詳細 に 記述 し て い

な い 。

　Super （1957） は職業的発達 を個 人 の 発 達 の 1 つ の 側

面 と と ら え，社会的 ・情緒的 ・知的発達 と同 じ様に 個

人 の
一

般的発達 の 特徴 を備 え て い る と し た。す な わ ち，

職業的発達 に つ い て，一時的 ・短期的な職業選択や職

・　東京学芸 大 学 （Tokyo 　Gakugei　Uniyersity）

業適応 としての 職 業行 動で は な く， 生涯 を通し て 発達

す る もの と して と らえ る こ と の 必 要性 を指摘 し て い る 。

　 こ れ まで に も職 業的発達の程度 を評価す る た め に ，

さ ま ざ ま な尺度が考案 され て い る。 そ れ ら に は ， 職業

生 活 に 必要な個人 的特性を ど の程度備 え て い る か に 着

目して 尺度 を構成 して い る もの が 多い
。 （Crites、1974　i竹

内，1979 ；中西 ・竹 内 ・那 須、lgso ；Super，1983）0 日本に お

ける先行研 究を み る と，中西他 qgso） は 自発性 ・独 立

性 ・計画性 ・そ の他 の 側 面 か ら，ま た竹内 （1979） は，

自律度 ・関心度 ・計 画度の 側面 か ら個人 の職業的な特

性 の 測定 を試み て い る。個 人 の 職業的発達は ， これ ら

特性 に つ い て の 測定結果 の 総和と し て 表 わ され る が，

教育指導 上 ， 具体 的 な指導 内容と の対応は 明 ら か に さ

れ て い る と は い い が た い
。
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方， 加部 q982） は ， 教育実践 の 立場 か ら学校教育

に お け る 「勤労観」 の 形成を重視 し た 独 自の 理論 を提

案 し て い る。こ の 理論は ， 勤労観 を自己実現性 ・社会

性 ・目的自覚性 ・効率性 ・経 済価値性 の 5 つ の 側面 に

分 け，そ れ ぞ れ に つ い て ， そ の 形成を測定する もの で

あ る 。 加部の測定項 目群 は学校教育 に お け る 進路指導

の 永年 の 実践 を通 じて 積み 上 げ た 経験 に 基 づ い て 吟

味 ・選択 さ れ た も の で ある。それ は ま た，小学校高学

年か ら高等学校 まで の 児童 ・生徒 を対 象 と し て ， 職業

的発達 を 「勤労観」の 形成 として と ら え た 5段階 ： 「（1）
自分の 行動の効果 を自覚す る」「  仕 事 の 効果 を自覚す

る」 「｛3泊 主的な 仕事 の 効 果を自覚す る 」 「（4｝勤労 の 自

覚 をす る」「｛5）勤労 の 効果を 自覚す る」の枠組み と対応

し て い る。 こ の測定項 目群 は ， 仕事 へ の 志向性 を表 わ

して い る もの と理解で きる。

　 Munley （1975）は．　 Erikson に よ っ て 示 され た自我の

心理一社会的発達 を職業選択お よ び職 業的成熟 と関係

づ け て ，各 発達段階ご と に 心理
一．
社会的発達 が職業行

動 と重 要な 関わ りを持 つ こ と を実証 的 に 明 らか に し て

い る 。 そ の 後 ， Munley〔1977＞は，職業的発達 を人 間の

発達 全般 に 統 合す る統
一．’

的な 理論 は，そ れ ま で に な

か っ た こ とを指摘 した。しか し，Erikson の 理論 は 発達

の 中 で 職業的関連領域 を強調す る ラ イ フ ・ス テ ージ概

念を作 り上げ て い る こ と ， す な わち Erikson の 理 論は

全生涯 に 及 ぶ 人間 の 発 達と職 業的発達 と を統合す る た

め の枠組み とな りう る理 論で もある こ とも併せ て 指摘

して い る。

　 こ の こ と か ら
， 職業的発達 の 過程 を明確に して い く

上 に
， 自我の心理 一社会的側面 の発達 との 関連を明 ら

か に す る こ と は 有効 と思わ れ る 。 と こ ろが ， 職業的発

達 に つ い て こ れ ま で の 研 究の 焦 点 は ， 職業興 味 ・
選職

動機 ・職業選択 ・意 志決定 ・適 応 ・職務満足 な ど の職

業に 関連 した限られ た領域 に あ て られ て い た。職業的

発達 を自我の 発達 と 関連 づ け て統合的 に 理 解 す る試み

は 乏 し く，また ， 自我の発達 と職業的発達 の過程が 直

接 どの よ うに対応 し て い る の か に つ い て実証的 に 解明

さ れ て い る と は い い が た い
。

　本研 究は ， 自我発達 と の 関連 に お い て職業的発達 を

考察 す る こ と を目的 として い る 。 そ の た め
， 第 1 に ，

職業的発達 を 「勤労観」の 形成に 基 づ く類型間 の 推移

として と ら え，第 2 に ，個人 の 自我発達 の 中に位置づ

け て職業的発達 の類型化を試み る もの で あ る 。

　そ こ で ， 類型化を試みる に あ た り，職業的発達 の 測

定 に つ い て は ， 加部 （1982）の勤労観 の 形成 に関す る項

目群 を用 い た 。 そ の 得点 は加齢 に 伴 う増加 の 傾 向 が あ

る こ と ， しか し，性差 が あ る こ と が 確認 さ れ ， 性に よ っ

て 職 業的発達の 過程が 異 な る こ と，単純な増加傾向で

は な い こ と が 示唆 さ れ た （望 月．1988）
。

　ま た
， 職業的発達を規定 す る もの と して ， 心理

一
社

会的発達 と の 関連 か ら検討を試 み た。 な お ， 学童期 か

ら青 年期に わ た る心理
一
社会的発 達 の 測定 は ， Erik−

son の 8段階 の ライ フ ・
ス テ ージ に 対応 す る 自我発達

測定尺 度 を各段階に お い て作成 し た遠藤 らの
一

連の研

究 樋 藤他．1976〕の 成果に基づ い て 行 っ た 。

　本研 究 の 目的 は，以下 の と お り で あ る。（1）wa業的発

達 の搆成因子 を検討 す る ， （2）職業的発達過程の 類型化

を試み る，（3）年齢的推移 と類 型 と の 関係 に つ い て性 と

の関連で 明 らか に す る ， （4）そ れぞれ の 類 型 に つ い て ，
Erikson の 心理 一社会的発達 と の 対応 に つ い て検討す

る 。

方 法

　調査対象　東京都内中学校 2校 ・高等学校 3校 ・東

京 お よび近郊国立大学 2校 。 被験者 は TABLE 　lに 示 し

た 。

TA 肌 E　1　学年別男女別人数

　 諏 黼

性

中　 　学 高　 　校

1年 2 年 3年 1 年 2年　 3年
大学 計

752男 　子 107105989310182166

女 　予 61585213 工 12213390 醐 7
一 L

　調 査時期　1987年 5月〜 7 月

　手　続

　  職業的発 達 の測定

　加部 （1982）が ， 職業的発達 の 5段階の そ れ ぞ れ に つ

い て設定した総計 50項目 に つ い て
， 学習の 達成 の 程度

を 5件 法 で 回答を求め ，それぞ れ の 回答に 対 して 5 点

か ら 1点の 得点を与 え た 。 さ ら に ，項 目群 を検討し た。

　  心理
一
社会 的発達 の 測定

　遠藤 〔198D が 自我発達 の学童期 に つ い て 設定 し た 19

項 目 ・青年期に つ い て 設定 した19項 目に つ い て，中学

生 が 理解で き る よ うに 検討 し， 「ま っ た くそ の と お りで

あ る」か ら 「ま っ た く そ う で は な い 」ま で の 5件 法 で

回答 を求 め 。 そ れ ぞ れ の 回答 に対 し て 5 点か ら 1点 の

得点 を与 え た。さ らに
， 項月群 を検討 した 。

1． 類 型化

結果 と考察
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  項 目群 の 検討

　職業的発達 ・心理
一

杜会的発達 （学童 期 ・青年期 ） の項

目分析 を中学校 ・高等学校 ・大学 の 各学校段 階別 に 行 っ

た。項 目分析 と し て は（1）平均値の 年齢的推移，  「ど

ち ら と も い え な い 」と い う選択肢 へ の 集中，  上位群・

．
卜位 群 の 間 の有意差 を検討 した 。 複数の 学 校段階 に お

い て ．一ヒ記の 3基準 に従 っ て 不適切 な項 目を削除 した 。

こ の よ うな条件 に よ っ て削除 し た項 目は心理
一

社会 的

発達の青年期 の 2項 目 の み で あっ た 。

　  因子分析の結果 ：職業的発達

　職業的発達 の 項 目群 に つ い て ， 主成分分析に よっ て

3因 子 を抽 出し て バ リマ ッ ク ス 回転を行 っ た。各項 目

お よ び因子 負荷量 を TABLE 　2 に 示 し た 。 因 子 分析の 結

果 と加部 の 発達理論 と の 関連 は 以下の よ うに な る。

TABLE 　2　職業的発達項 目群 と因子負荷量

項 目 1 ］rIIIh2

職 業生 活 を通 し
一
ζ達 成 し た い 人 生 の 目標 を考 えた こ と が あ る

人 生 の 目標 を達 成 す る た め に ，や る 気 を 出 す 条 件 は 何 か を考 え た こ と が あ る

目 分 の 将 来 の 夢 や 希 望 を 実 現 す る た め の 計 画 に つ い て 考 え た こ とが あ る

将 来の 職 業生 活 で ，成 功 す る た め の 条件 を 考 え た こ と が あ る

社 会 の
一

員 と し て 社 会 に 参 加 す るた め に ，どの よ う な 方 法 が あ る か を考 え た こ と が あ る

職 業人 と し て 仕 事 の 効 果 を あ げる た め の 条 件 を考 え た こ と が あ る

い ろ い ろ な職 業 の 中 で ，自 分 が 持 っ て い る 目標 を 達 成 で き る か ど うか を考 え た こ とが あ る

希 望 す る 職 業 に つ く た め に ，こ れ か ら 目 分 が 身 に つ け な け れ ば な ら な い こ と は 何 か を考 え た こ と が あ る

職業人 と して はたきなけれ ばな ら ない 責任 と， 現在の 自分が 果た し て い る 責任の ちが い を考 えた ことが あ る

自 分 の 経 済的 な 生 活 を 自分 で 管 理 す る た め に は ，ど う し た ら よ 」｝か を 考 え た こ と が あ る

経 済 的 に 満足 で き る生 活 を す る た め に ，ど の よ う な 条 件 を 整 え な けれ ば な ら な い か を 考 え た こ と が あ る

自分 の 能 力や 性格 に あ った 仕 事 は ど ん な 仕 事 か を考 え た こ と が あ る

自分が理想 とする人間に 近づ くため に ，ど うい うふ う に自分を変 えて い けば よい の か を考えた こ とが あ る

ふ だ ん の 生 活 で 能 率 よ く仕 事 が で き る か ど う か ，自 分 を た め そ う と忠 っ た こ と が あ る

職 業 人 の 報 酬 が 仕 事 の 内容 に よ っ

一
ζ違 う の は な ぜ か を考 え た こ と が あ る

学習 や 仕 事 が う ま くや り と げ ら れ た と き は 満 足 感 が 大 きい と 思
一
〕 た こ と が あ る

や る 気 に な っ て 学 習 や 仕 事 を す る と 効果 が 上 が る と思 った こ と が あ る

い ろ い ろ な 仕 事 を す る と き，そ の 目的 が は っ き り し て い る と 効 果 が 上 が る と 思 っ た こ と が あ る

学 習 や 仕 事 を して い て う ま くや れ た と き
4

自分 を 生 か せ た
”

と思 っ た こ と が あ る

ふ だ ん の 生 活の 中 で や る 気 の もて る 学 習 や 仕 事 を や り た い と 思 っ た こ と が あ る

学 習 や 什．事 は ， 口標 を め ざ し て 努力 し な け れ ば な ら な い と 思 っ た こ とが あ る

自分 が所属す る集団に 地位や立場 を築 くた め に は，その 集団の ためにつ くさなけれ ば な らない と思っ た こ とが ある

何 か を ず る と きに ．そ れ ぞ れ の 人 の 得 意 な 分 野 を 分 担 し，協 力 し て や りと げ よ う と 思 っ た こ と が あ る

何 か を す る と きに ，自分 の 得意 な こ と は 白 分 が や ろ う と思 っ た こ とが あ る

い ろ い ろ な こ と を，最 後 まで や り と げ る こ と で 認 め て も ら い た い と 考 え た こ と が あ る

仕 事 に 集 中 し て 効 果 をあ げ る に は ，や り方 を 工 夫 す る 必 要 が あ る と思 っ た こ と が あ る

自分 を た め せ る よ うな 学 習 や 仕 事 を し た い と 思 っ た こ と が あ る

自分 が 属 し て い る集 団 （学 校 や 学 級．班，ク ラ ブ．地 域 ，サ
ー

クル な ど ）の 中 に 自分 の 地位 を 確 立 し た

い と 思 っ た こ と が あ る

ふ だ ん の 学習 や 仕事 を や っ た こ とで，満 足 し た と 思 っ た こ と が あ る

ふ だ ん の 生活 で 自分 が は た さ な け れ ば な ら な い 役 割 を考 え た こ と が あ る

ま わ り の 人 か ら も っ と認 め て も ら う た め に は，ど う し た ら よ い か と 考 え た こ と が あ る

仕事 の 効 果 を あ げ る た め の 手 順 を は っ き りさ せ る こ と が 大 切 だ と 思 っ た こ と が あ る

職 業 に つ い た と き に は 仕 事 の 上 で の 人 間 関 係 を よ く し な け れ ば な ら な い と 思 っ た こ とが あ る

ど の よ う に し た ら効 果 的 に 仕 事 が で き る か を 考 え た こ と が あ る

公 平 に 扱 っ て も ら う た め に ， 仕 事 の 評 価 の 基 準 を は っ き P 知 り た い と 思 っ た こ と が あ る

同 じ事 を し て も ，他 の 人 だ け が ほ め られ て不 公 平 だ と 思 っ た こ と が あ る

ど の よ う に し た ら 物 質 的 に 満 足 で き る か を 考 え た こ と が あ る

自分 の 行動 が，ほ め こ とば や ほ う び で評 価 され た と 思 っ た こ と が あ る

品 物 や サ ービ ス ，行 動 が 通 貨 （お 金 ） と交 換 さ れ て い る の だ と 考 え た こ と が あ る

ま わ りの ．人 か ら ，計 画 的 に や り と げ る こ とで 認 め て も ら い た い と思 っ た こ とが あ る

物 を 買 っ た り ，こ づ か い を や り く り し た と きに ，得 を し た と 思 っ た こ と が あ る

学 習 や 仕 事の 成 果 は ，か か っ た 時 間 で 評 価 で き る と 思 っ た こ と が あ る

ま わ りの 人 か ら ，他 の 人 と 違 う こ と を す る こ と で 認 め て も ら い た い と 考 え た こ と が あ る

将 釆 や っ て み た い 職 業 を い ろ い ろ あ げ て ，賃 金 と 職 業 の 種類 と の 関係 を考 え た こ とが あ る

何 か す る と き
“
手順 が は っ き り しな くて こ ま

一」　t：
’

と 思 っ た こ と が あ る

自 分 が 属 し て い る 集 団 が ま わ りの 入 た ち に ど う思 わ れ て い る か を 考 え た こ と が あ る

学習や仕事の効果 をあげるために，まわ りの物や人などが よい 環境で な けれ ばな らない と思 っ た こ とが ある

学 習 や 仕事 を し て い て ，予 想 して い な か っ た と こ ろ で 自分の 力 が だ せ た と思 っ た こ とが あ る

能率 よ く仕 事 が で き る と きの ほ うが，や る気 が 出 る と 思 っ た こ と が あ る

短 時 間 で 学 習 や 仕 事 を お わ ら せ る 事 が ，効 果 を あ げ る 方 法 の
一

つ だ と 思 っ た こ と が あ る
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教 育 心 理 学 研 究 第 39巻 第 1彗

　 第 1因ア は ， 「勤労観 1の 形成の最終過程 で あ る 「勤

労 の 効果を自覚 す る 」 こ と が 中心 で ， 将来の 職 業生活

を意識し ， 仕事や 職 業を考 え た りす る こ と， お よ び こ

の よ うな基礎 の 上 に ，確 か な進路志 向 を持 っ て 職業上

の 成功を検討 する こ と を内容 と して い る 。

　
一

方，第 II因子 と第iH因子 は ， よ り基 本的 な内容 と

さ れ て い る 「自分 の 行動の効果 を自覚す る」， 「仕事 の

効果 を自覚す る L 「自主的 な仕事の効果 を自覚 す る」
こ と が 中心 で あ る。 第 II因子 は 日常 の 生活に お ける有

能性や協 力性の発揮 ， 役割の 自覚，達成 の 自覚 に 関わ

る項 目で あっ た。また ， 第III因子 は 行動 の評価基準 に

関わ る項 目で あ っ た 。 したが っ て，第 1因子 は 「職業

的 自己実現の 志向」，第 II因 子は「社会的職業的役割 の

検討」，第 rlI因子 は 「社会的 評価基準の 理 解」と命名 し

た。

　本研 究 で 見 出 さ れ た 3 因子 を加部の 理 論の 5 つ の 段

階 と比較 す る と ， 加部の 理論 の 基本的な過 程 と 目標的

な過程 に 関連 づ け ら れ る こ とが 確認 さ れ た 。 すなわ ち，

低次 の 3 つ の 段階に 該当 する職 業的発達の 基本的な過

程 は ， 第 II因子 と 第 田因子 に 対応 す る こ と ， また， 理

論の よ り高次 の段階に概ね該 当す る職業的発達 の 目標

的な過程は第 1因子 に 対応 す る こ と が 明 ら か と な っ た
。

　  類
．
型化 の 手続 と類型 の 特徴

　第 1因子 ・第 II因子 ・第 III因子 の 各々 の 因 子 得点を

用 い
， 得点が プ ラ ス で あ る被験者 と マ イ ナ ス で あ る被

験者 との 2群に 分 け，その組合わ せ に よっ て 被験 者を

8 つ の タ イ プ に 分類 し た 。 因子得点 の 組合わ せ と因子

の 内容 に 基 づ くタ イ プ の命名を TABLE 　3 に 示 した 。

TABLE 　3　職業的発達項 目群 を構成す る 因子得点 の 組

　　　　 合わ せ

タ イ プ

高・職業 的

自己 実 現

志 向

職業的発達囚 ア

低・職 業 的

白己実現

志 向

IE

仕 事 調 和 型 ：A

役 割 模 索 型 ：B

評価基準確立型 ：C

仕 事 遊 離 型 ： D

仕 事 調 和 型 ：王
役 割 模 索 型 ： F

評価基準確立型 lG

仕 事 遊 離 型 ：H

職 業 的

自己 実現

の志 向

十

→

杜会 的　　社会 的

十

十 　 　 十
一

十

　8 タ イ プ の概要は，説明力 の 高い 第 1因子 に 注 目す

ると， 職業的自己実現志向 の 高 ・低群別 に 以 下 の 4 タ

　イ ブ に 大 別 で き る 。 高職業的 自己実現志向群 は タイプ

A ，B
，　 C ，　 D で，確 か な進路志向 に 基 づ い て職業上

の成功 を め ざして い る タイ プ で あ る 。

一方，低職業的

自己実現志向群 は タイプ E ， F ，　 G ，　 H で あ る。 こ の

タ イ プ は，確 か な進路志向を もたず ， 職業上 の成功 は

考 えて い な い 点で ，高職業的自己実現志向群 と は対照

をな し て い る。す な わ ち 因 子 の 内容か らみ ると， タ イ

プ A ・E ， タ イ プ B ・F ， タ イ プ C ・G ， タ イ プ D ・

H は そ れぞれ ， 職業的自己実現志向の高 ・低 の み に お

い て 異 な る タ イ プ の 組 合わ せ で ある。

＜仕事 の 調和型 ： タ イプA ，E ＞

　 職業的発達の よ り基本的な段階 に 関連す る項月内容

の 得点が 高 く， 日常生活 に お い て 仕事 の 効果 を自覚 し

て 生活 し て い る。

＜役割模索型 ：タイプ B ， F ＞

　 日常生活 の 役割 に 関わ る 項 目 の 得点 は 高 い が ， 行動

の 評価基準 に 関わ る項目 の 得点 は低 い
。

＜評価基準確 立型 ：タ イ プ C ， G ＞

　 行動 の評価基準 に 関わ る項 目の 得点は高い が，日常
生活 の 役割 に関わ る項目 の 得点 は低 い 。

＜仕事遊離型 ： タ イ プ D
， H ＞

　 職業的発達 の よ り基本的 な段階に関連す る 項 目内容

の 得点が低 く， 日常生活 に お い て 仕事 の 効果を自覚 し

て 生 活し て い な い
。

　 FrG　 1 に男女別学年別 に み た各タ イプ の 比率を示 し

た。高職業的 自己実現志向群 の 比率 は ， 大学生 で最 も

高 く，高校生 ， 中学生の 順 に低 くな る。また ， タ イ プ

別 に み る と大学生 で は仕事調和 型 の 比率 が 最も高 く，

役割模索型 ， 評価基準確立型 ， 仕事遊離型 の 順 に低 く

な る。一
方 ， 中学生 で は 仕事調和型 の 比 率が 最も低 く，

役割模索型 ， 評価基 準確立型 ， 仕事遊離型 の 顧 に高 く

な る とい う傾向が み られ る 。 す な わ ち ， 年齢の増加 に

伴 っ て ， 低職業的 自己実現志向群 が減少 ， 高職業的 自
己実現志向群が増加する こ とが明ら か と な っ た 。

　
一

方 ， 男子 は 職業的 自己実現志 向 の 高 ・低群 の 割合

が学年と と も に 変 化 し て い くの に 対 し，女子 で は中

学 ・高校 とも 2 年生 の 高職業的自己実現志 向群の 比率

が低 くなる こ とが見出さ れ て い る 。 こ れ ら の こ とか ら，
年齢 ・性 に 応 じた職業的発達 の 質的変化 に 対応す るも

の を類型 と し て 見出す こ と が で きた 偶 子 ； X
’＝162．e7，

df＝42．　pく．OOI、女 チ ： X2 ＝L40．5fi，　df； 42，　pくOO1）。

　2、 職 業的発達 の 類型 と心理
一

社 会的発達 と の 関連

  囚子分析の結果 ：心理
一一

社会的発達

　心理
一
社会的発達 （学 章 期 ・青 年期 ｝ の 全項 目 に つ い

て ， 主成分分析 とバ リマ ッ ク ス 回転を行い ，学童期に

一一6G一
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つ い て 5因子，青年期 に つ い て 4 因子 を抽出 し た 。 各

項 目 お よ び因子 負荷量 は TABLE 　4 に 示 した。

　学童期 に つ い て は ， 第 1因子 を社会 に 通用 する人間

と し て の 自信 を もっ て チ ャ ン ス を っ か む とい う内容 か

ら「自己有能感」， 第 II因子 を対人 関係 の 技術や価値 を

理解 して 行動す る と い う内容か ら 「社会的役割理 解」，

第 III因子 を創造的 ・積極的 ・意欲的な自己 を肯定す る

と い う内容 か ら「肯定的 自己評価」，第IV因子 を ま わ り

の 目や決め つ け を気に して 振 り回 さ れ る とい う内容 か

ら「他者評 価 に よ る葛藤」， 第 V 因子 を対入関係並 び に

お 金 や物の や り く りに 不 安 を持 ち ， 生 き方 に 見通 しが

もて な い とい う内容か ら 「社会的技能習得の 不安」 と

命名 し た 。
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高

　

高
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高 　　曄 又 的 自 己 実 即 ．こξ向

A 一
仕　事　調 　和　型

　 B 一
段　割　頃　索　型

C 一
針 価 暴 撃 確 在 型

D 一吐　事　遊 　離　型

低 ・職 韮 的 自 己 実 復 志 同

E 一仕 事 調 肩1 型

F 一
役　割 　葭　戛「　甲l

G 一
評 価 華 準 罹 在 型

H 一
什　事　遊　離　型

F【G ．1　男女別 ・学年別 に み た各 タイ プ の 比率

　青年期に つ い て は ， 第 1因子 を ， 選択決定に 自信を

も ち，同
一性達成 の 感覚 に 基づ い て 行動す る とい う内

容 か らF個 人的選択 に 対 す る確信」， 第 ii因子 を ， 両親

の 価値を受 け容 れ ， 自分 の 生 き方 を心 か ら納 得 して い

る とい う内容 か ら「社 会的役割 に 対す る自信」， 第III因

子 を ， 理 想の 自己 を特定で きず ， 現実 の 自己があ い ま

い で あ る こ とで 悩 む と い う 内容 か ら 「将来 に 対す る 不

安」，第IV因子を，集団 と個人 と の 関係 や仲間意識 の も

ち 方 が わ か る と い う内容 か ら 「集団 へ の 所属 」 と命名

し た 。

　  職業的発 達因子 と心理
一
社会的発達因子問の関連

　心理
一
社会的発達 9因子 と職 業的発達 3囚子 の 対応

を見 るた め に ，学童期 ・青年期 の そ れ ぞ れ の因子得点

に つ い て ， 職業的発達 3 因子 の そ れ ぞ れ に 関 し て各 タ

イプ間 で 平均の差を検討 し た （TABLE 　5〕。

　職業的発達 2因子 の組合わ せ が 等 し く，「職業的 自己

実現 の 志向」因子 の 高低の み に お い て異な る A − E ，

B ．F ，
　 C ．−G ，

　 D − IIの タ イ プ 間 の 比較 に お い て 共

通 して 差 の 認 め ら れ る 因子 は 「肯定的自己評価j「個 人

的選 択 に 対 す る確信」 因子 で あ っ た。す な わ ち，職業

的発達の 「職業的 自己実現 の 志向」因子 は心理
一
社会

的発達 の 「肯定 的 自己評価」「個人 的選択 に 対す る確信」

因子 に 関連 して い る こ とが 明 ら か に な っ た 。

　 同様 に し て 「社会的職業的役割の検討」因子 の 高低

の み に お い て 異 な る A − C ， B − D ，　 E −− G ，　 F − H

の 比較 に お い て 共通 し て 差 の認め ら れ る閃子 を検討 し

た 結果 ， 職 業的発達 の 「社会的職業的役割 の 検討」因

子 は 心理
一社会的発達の 「社会的役割理解」「肯定的自

己評価 」「個人的選択 に 対 す る確信 」「社会的役割 に 対

す る自信 」 因子 に関連 し て い る こ と が 明 ら か に な っ た 。

　 また，「社会 的評価 基準 の 理解」因 了
L
の 高低の み に お

い て 異 な る A 　 B ． C −− D ，　 E − F，　 G − H の 比 較 に

お い て 共通 して 差 の 認め ら れ る 因子 の検討か ら ， 職業

的発達 の 「社会的評価 基準 の 理解」因子 は心理
一社会

的発達の 「自己有能感」「肯定的自己評価」「将来に 対

す る不安」 囚子 に 関連 し て い る こ と が 明 ら か に な っ た。

　 以 上 の こ と か ら ， 職業的発達 の項目群 に お け る 各因

子 の 特質 を心理
一社会的発達か ら み る と ， 職業的自己

実現 の 志 向 が 強 い 場 合 に は，自己評価が 肯定的 で ，選

択に対 し て 確信が 強 い
。 ま た ， 社会 的職 業的役割の検

討 を行 う場 合 に は ，自己評価が 肯定的 で ，選択 に 対す

る確信が強 く， 加 え て ， 役割期待が 明確 で 自信 をも っ

て 行動 す る。さ ら に ，社会的評価基準を理解 して い る

場合に は ， 自己評価が肯定的 で 有能感 をも ち
， 将来 に

対す る不 安は少な い こ と が 明 ら か と な り ， 職業的発達
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TABLE 　4　心理 ・社会的発達の 各項 目 の因子負荷量
〈 学 　　童 　　期 〉 　　　　　項 　　　　　　　　目

▼ 私 は 他 の 人 の よ う に う ま く 1 ヤ ン ス を っ か む こ と が で き な い の で ，い つ も は じあほ

うで ウ ロ ウ ロ して い る よ うな 気 が す る

▼ 私 は 社 会 で 通 用 し な い 人 間 だ と思 う。母 親 も 不 安 が っ て い る よ う だ
▼ 私 はわ ざ と ら し くて も ．自分 を 1ヨ イ シ u 」 し て くれ る よ う な人 が い な い と 自信 が
な くな っ て し ま う と 思 う

　 私 は 自．分 の 競争心 を，遊 び や ス ポーツ で じ ょ う ず に 発 散 で き る

▼ 私 は 普通 の 人 と 比 べ て ．男 ら し さ （ま た は 女 ら し さ） が た t）な い と思 う

▼ 私 は ，学 校 生 活 の 中 で ．働 くこ と の 喜 び や 何 か や り と げ る こ と の す ば ら し さ を経 験
で き な か っ た こ と は ，何 か さ び し い 気 が す る

　私 は ，人 々 が 気 持 ち よ く生 活 で き る よ う に 元 気 づ け た り．な ぐ さめ た り ，相 談 に の っ

た り す る こ と は ，何 よ D も 大 切 な こ と だ と思 う

　私 は 一
生 懸 命 努 力 して ，が まん 強 く

“
仕 事 を や り と げ る

”
こ と を 最 高 の 喜 び だ と 思

う 気 持 ちに な る こ と が で き る

　私 は ， 心 か ら 尊 敬 で き る先 生 や 私 の か くれ た 才 能 を の ば して くれ た 先生 と 出会 え た
こ と は ．決 し て 忘 れ る こ と の で き な い 経 験 だ っ た と 思 う

　私 は 自 分 が 物 を 作 っ た り，使 い や す い よ うに 直 した り，完全 な もの に し て い く こ と
の で き る 人 間 だ と 思、ワ て い る

　私 は 知 り た が りで，自分 か ら 確 か め て み よ う とす る積 極的 な 小 学生 だ っ た

　私 は 自分 が 何 か の 役 に た つ 人 間だ と 思 っ て い る

　私 の 小学 生 時 代 は ．遊 び で は お お い に 楽 し み 、勉 強 で は や ら な けれ ば な ら な い こ と

を．学 ぶ と い う よ う に ，バ ラ ン ス の とれ た生 活 だ っ た 。
▼

“
い い 子

”
と か

“
勉 強が で き て 言 う こ と を よ く き く予

”
と か と い うこ と で 型 に は め

られ る と ，学 校 に い き た くな くな っ た り 落 ち こ ん だ 気 分 に な る

▼ 人 に
“
不 良

”
と か

“
非 行 少 年

”
と 思わ れ て い る こ と に 気 が つ く と ，意 地 で も そ の 通

りに な っ て や ろ う と 思 う

▼ 私 は ，うわ べ だ け で ほ め ら れ た 0 ，恩 を きせ る よ う に 励 ま さ れ る と ，ひ ど く悩 ん で
し ま う

▼ 私 は ，お 金 を じ ょ うず に 使 っ た り，もの を大 切 に 扱 う能 力 に 自信 が な し

’
・

▼ 私 は 人 と話 を す る と き，相手 を ち ゃ か し た り，か ら か っ た りす る話 し力 で な い と ．
な か な か うち と け ら れ な い

▼ 私 に は ，こ れ か ら の 私 の 生 き 方 が 何 通 り も あ る と い う こ とが よ くわ か ら な い

1 IIlllIv 厂
、 hi

．72　　　．05　　　．09　　　．12　　　、07　　　．54

，63　　　　．10　　　　．13　　　　、12　　　　．3｛，　　　．52
．57　　

− ．D6　　
− ．14　　　　1〔｝　　　．24　　　．41

．50　　　．4〔｝　　 ．22　　　．06 　− ．22　　　、51
．49　　　．07　　　．30　　　　02 　　　．14 　　　．35
．3D　　　．15　　　．15　　　．25　− ．21　　　．24

＿07　　　　．75　　
一亨03　　

− ．07　　　　．03　　　　．57

、12　　　　．65　　　　、ユ6　　　　、02　　　　．17　　　　，49

一．OO　　　．62　　　．17　　　，05　　　．03　　　．42

一、03　　、9｛　　 ．7〔〕　一．01　　．18　　．53

．03　　　．］1　　　．69　　　．Ol　　　．10　　　、49
．2T　　 ，15　　．56　 ．一．03　　．08　　 ．41
．17 　　　．34　　　．39．　　　 ．ld　　　．03　　　．32

．22　　− ．U5　　　、04　　　．76　　　．02　　　．63

一．06　 　 2 ユ ．01　　　　．74　　　　．25　　　　、65

．4互　
一．3CI　 − 、08 　　　，45　− 　20　　　．50

．05　　　．D2　　　．25 　　　．10　　　．56　　　．52
．24　　 ．14　　 ．2D 　　 ．04　 　 ．6Z　　 ．51

．26　　　　．G8　　　　．27　　　　．OO　　　　．40　　　　．31
分 　　 　散

　 　 〔％）

3 ．27　　2．13　　1．29　　1．18　　L．07　　8 ，94
〔17．2） （］1．2，　（6．8）　 〔6．3｝　 ｛5．6）　〔47．1）

（▼ は逆 転 ス ケー．ル で あ る ）

〈青 　 　年 　 　期 〉 項 目

　 私 は ，自 分 の 考 え で 選 ん だ り ．決 め た りす る こ と に 自信 を持 っ てい る

　私 は 他 人 との つ きあ い の 中 で ，自分 が 自 分 以 外の 何者 で も な い こ と を 確 信 し て い る

　 私 は．い つ も未来 に 向 か っ て
．一

歩 ず つ 確 か に 進ん で い る と信 じて い る

　私 は ，自 分 が 今 の 社 会 の 中 で 生 きが い を 見 つ け ，そ の た め に 自分 を 成 長 さ ゼ て い け
る人 間 だ と 思 っ て い る

　私 は，ま わ D の 人 の 考 え や 行 動 に 左 右 さ れ な い で ，い つ も正 しい 決 定が で き る

　私 の 生 き が い は ，
“
仲間

【
と か

‘
物 を作 る 仕事

”“
社会 で の 活 動

門“
科学 的 な探 求

”“
芸

術 的 な 活
．
動
t’

の 中 に あ る

　私 は ．小 さ い と きか ら両 親 の 言 い つ け を 守 っ て き た の で 「健 康で あ る j「わ が ま ま を
言わ な い 」 と い う こ とで 認 め て も ら う こ と の 大 切 さ を知 っ て い る

　私 は ．自分 の 欲 求 や 衝 動 を コ ン ト ロ ー
ル で き る と信 じ て い る

　私 は ．自分 が どん な 人 間 な の か ．ど う な り た い の か ，他人 に は ど の よ うに み え る の
か ，と い う こ と を自 分 が本 当 に わ か っ て い る と思 う

　私 は ，今 の 私 の 生 き 方 を心 か ら 納 得 し て い る

　私 は ，自分 が こ れ か ら どん ど ん 魅力 的 な人 間 に な
．
⊃ て い く と 信 じ て い る

▼ 今 ま で に 身に つ け た 段 割 や 技能 を ．現 代 の 理 想 的 な 行 動 の し か た に ど う や っ て 結 び
つ け た ら よ い の か ，わ か ら な く て悩 ん で し ま う

▼ 私 に は
“
理 想 の 自分

”
が た く さ ん あ って ，どれ が 本 当 に

“
な り た い 自分

”
な の か ，

さ っ ぱ りわ か ら な く な っ て い る

▼ 私 の ま わ りで は ，い ろ い ろ な場 囲 で ，
い ろ い ろ な 変 化 が お こ る の で ，す っ か り疲 れ

て 不 安 で た ま ら ず，自分 が 何者 な の か さ っ ぱ P わ か ら な く な っ て い る

　私 が 異 性が 友 人 と お し ゃ べ りす る の は ．自分 を 確 か め る た め で あ る

▼ 今 の 時 代 に は ，人 閙 を機 械 の
一

部 の よ うに 扱わ な けれ ば 解 決 で き な い 問 題 が 多 い

▼ 仲 間 意 識 を 高 め る た め に ，同 じ洋 服 を着 た り ，し ぐ さ や マ
ー

ク な ど を 使 っ て メ ン バ ー
と メ ン バ ー以 外 を 区 別 す る こ とが 必 要 だ

1 ［正 II［ Ivh2

．67　　 ．12　　 ．19　 −．．09　　 ．51
．67　　　 ．Oユ　　　 、01
．62　　　 ．31　　　 、02
『61　　　．41　

− 、04

．．D2　 　 ．45
　．07　　 ．49．
　 ．Ofi　　 ．54

．58　　 ．z6　　 ．22　　 ．〔〕6　　 ．46
．52　　　．04　　

− ．15　　　．D4　　　．29

一．07　　　、68　　− 、20　　　、  8　　　．52

．2S　　　．56　　　．D6　　．．D6　　　．37
．20　　　．54　　　『15　　− ．25　　　．41

　．25　　　．52　　　．26　　− ．06　　　、4D
　．44　　 ．51　 − ．13　　　．15　　　．49
− ．05　　　．03　　　．73　　　．11　　　．55

．14　　　　．05　　　　．72　　　　．02　　　　．54

．lo　　 ．II　　 ．69　　 ．13　　 ．52

　 ．19　　 ．26　
− ．44 　

− ．06 　　 ．31
− ．08　　　．11　　　．里4　　　．79　　　．66
　 ．10　 − ．17　　 、13　　 ．63　　 ．46

分 　　 　散

　 　 （％ ）

3．73　　　2．06　　　1．09　　　1、1コ7　　　7．95
1：ビZ．0）　（12．2）　｛6．6）　　〔6．3｝　（46 ．9）

（▼ は逆転ス ケ ール で あ る ）
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望 月 ：職業的発達過程の 類型 化の 試み

TA 肌 E　5　各タ イ プ 間の差の検定
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FSG3　 ＄、968け

FSG4　−4．0呂肺響　 FSG4　−2．73°°

FSH一 …FSH1 刪

　 　 3．238帥！FSH3 −4．1r鱒FSH2

IFSG3　 5．34“艸

照 FSG3 　 7．09桝零

FSG4 −33 ！
‡ °

FSHI　 6．43°’．

FSG3 　 4．02‘鱈

FSH1　 5．42，卩

FSH2　 2．18臨

FSG3 　 5．OP 唇

FSG4 − 2．38°

FSHユ　 ヨ．26’°

型 FSH2 　 6．OO事字宰 FSH2 　 陽．548哮‘FSH3 −
↓，47卜38FSH3 −6」4‘一

FSH3 −5．3D8掴8FS 月3 −8．22韓8

FSH3 ．9．13事 「拿

FSH4 −3．1呂鎚
FSH3 −7．91倉 ’° FS出 一2．弓5’

FSG ユ〜5 ・FS ！11〜4は心 理
一

社 会 的発 逹の 因 子

li 拿p〈、OOI，　搴sp 〈．〔｝1，　寧　pく、05

数 字 は t値 を 表 わ す。
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自己 有能感

社会的役割期待

肯定 的 自己評 価

他者評価に よ る 蕩藤

一
〇．8　　　

− O．4

社会的技能習得 へ の 不安

個人 的選 択に 対す る確 信

社会的役割に 対す る 目信

将 来 に 対す る不 安

集団へ の 所属

0

仕事調和型

e．4 0，8 − 0．8 一
〇、4 0

役割模索型

0，4 0．8

自己有能感

社 会的役割期待

E 定 的 自己 評 価

他 者 評 価 に よ る島藤

一
〇，8

社会的技能習 得 へ の 不 安

個人的選 択 に 対す る確信

社会的 役割 に 対 す る 自信

将 来 に 対す る不安

集団 へ の 所 属

一
〇．4 e

評価基準確 立 型

O，4  ．8　
−O．8　　　　− 0．4 o

仕事遊 離型

0，4  ．8

高 ・職 業 的自己実現志向

　 A 一
仕 事 調 和 型

　 B 一
役 割 模 索 型

　 C 一
評 価 基 準 確 立型

　 D 一
仕 事 遊 離 型

低 ・職 業 的 自 己実 現 志 向

　 E 一仕 事 調 和 型

　 F 一
役 割 槙 索 型

　G 一評 価基準確立 型

　H 一
仕 事 遊 離 型

FIG．2 各 タ イ プの 心 理
一

社会 的発達 プ ロ フ ィ
ール

の 類型 を構成す る 3 つ の次元 と心理
一

社 会的発達 の対

応 が 確認 さ れ た 。

　  職業的 自己実現志 向の 高低の 差に み られ る特徴

　心理
一

社会的発達 の 各々 の 因子得点 に よ っ て ， 職業

的発達 の 各 タイ プ の プ ロ フ ィ
ール を F【G ．2 に 示 した。

各 々 の タイプを特徴づ け て い る 心理
一

社会的発達 の囚

子 は 以 下 の とお りで ある。

［仕事調和型］： 「社会 的役割理 解」「肯定的 自己評価 」

「個 人的選択に対 す る確信 」「社会的役割に対す る 自信」

の 得点が 高 く，「将来に対 す る 不安」が 低い 。 また，職

業的 自己実現志 向の 高低 の 差 は ，「肯定 的 自己 評価」「個

人的選択 に 対する確信」「社会的役割に対す る自信」に

顕著 で あ っ た 。

［役割模索型］： 「自己有能感」「社会的役割理 解」「個

人的選択 に 対 す る確信」の 得点が 高い
。 また ， 職業的

自己実現志向の 高低の 差 は，「肯定 的 自己評価」「社会

的技能習 得の 不安 」「個 入的選択に対す る確信」「社会

的役割 に 対す る 自信亅に認め られ た。

匚評価基 準確立型］： 「自己有能感 」「社会 的役割理解」

の 因子得 点が低 い
。 ま た ， 職業的自己実現志向 の高低

の 差 は ， 「肯定的自己評価」「個人的選択 に対す る確 信」

の 差 に 認 め られた 。
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［仕事遊離型］： 「社会的役割理解」【肯定的 自己評 価」

の 因子得点 が低 い
。 さ ら に 「将来 に 対 す る 不安」が 高

く，見通 しの もて な い タ イ プで あ る 。 また ，職業的 自

己実現志 向 の 高低 の 差 は，「肯定的 自己評 価」1他者評

価に よる葛藤」「個人 的選択に 対する確信 」1将 来に対

す る 不安」 の 羞 に 認 め られ た。

　以上 の よ うに ， 職業的発達の 各々 の タイ プを特徴づ

け て い る心理
一

社会 的発達 の 因アが確認さ れ ，自我の

発達 と職業的発達の過程 の 対応 が 明 らか とな っ た 。

　  類型 の 性差 と心理
一

社会 的発達の 因子 と の 関連

［仕 事調和 型］： 心 理 一
社 会的発達 の 各因子 の 因子 得

点に つ い て ，高職業的 自己実現志向群で は 「肯定的 自

己評価 」〔男子 ff＝ ．T470，　SD ＝．973 ；女 ／P　K ＝2173．　SD − 、940 ；

t＝．1．OO、　pく．DO1），「集 団 へ の 所 属」（男チ 忌
一． 2578，　SD＝1．10S

、女 了 ／t ＝器 86，SD ＝，958 ： t＝3、呂O，　p〈．OD］） に 性差 が 認 め ら

れ た 。

　
一

方，低職業的 自己実現志向群 で は 「自己有能感 1
（男 子 N − 　．］　3．　99．，SD ＝1．029 ；女 子 i ＝− 3097，　SD ＝1．D95 ： t72 ．

83，p〈、OD 「肯定的 自己評価」（y．　r・　N ＝．334U，　SD ＝1．083 ：女

子  
一．1905．SD ＝895．t− 35i，p （．01） 「1固人 的選択に対す

る確信」 〔男子 i ＝．1531．SD．＝．833；女 了 ff＝− 2603，　SD − 894

： r ・・ 321 、p （OD に 性差が 認 め られ た。

［役割模 索 型］：性差 は ， 高職業的 自己実現 志 向群 で

「肯定的自己評価」 幌 了 ∫＝．4Z4CJ　 SD ＝．948 ； 女子 ft＝

一、DO28，　SI）＝965 ：t一2，96、　pく．Ol） 「個人 的選択 に 対 する確

信」〔男子 ff− ．7238，　SD一1，009 ； 女 了 K＝．338］，Sl）一、954 二t＝

260 ，pく．Ol） に 認 め ら れ た Q

　
一

方 ， 低職業的自己実現志向群で は ， 「自己有能感 」

〔男
．
了 R ； ．4311，SD ＝1，026 ；女 子 ff＝− 0517、　SD − S72 ：t＝336 、

pく．OO］）「社会的役割理 解」幌 了烹＝− 0519，Sl〕一．SS8；女子

E −．4058．SD −
809 ： t− 3．58，　pく、OOL） 「将来 に 対 す る 不安」

〔男 子 烹 一 ．3231，SD − ．99．　O　 l 女 子 天＝　．［147．　SD ＝957 』1；2．29，

pく．05） に 認 め ら れ た 。

［評価 基準確立 型］：性 差 は ， 高職業的 自己実現志向群

で 「肯定的 自己評価」｛男 r天＝．韭356．sD＝．B29 ； 女子 ff−

一．ID44，SD
−

801 ： t＝4．41、pく〔）Ol） 「個 人的選択 に 対 す る確

信 1 〔男子 K＝．1296．SD ＝．8L6 ；女チ 文 ．．1515，　SE＝、8］］：し二

2．29．、匪   に 認 め ら れ た。

　
一

方，低職 業的 自己実現 志向群で は 「肯定的自己評

価」 〔男 了 天＝一．0305．SD − ．826 ；女 子 えζ一．3569，　SD ＝．96］ ：

t− 235 ，pく．05〕 に 認 め ら れ た。

［仕事遊離 型〕：性差 は ， 高職業的目己 実現志向群 で は

「集 団 へ の 所属」（男 子 頁＝− 1999，SD 一1．093 ； 女 了 烹一

．1913、SD ’
・ユ．【）09 ： 1＝2．30，　p〈．〔」5） に 認 め られ た 。

　
一

方 ，低職業的 自己実現志 向群 で は 「社会的役割理

解」〔男 子 r − ．7775，SD
−
1．IZ4 ；女 子 ］〈　・一一．3159，　SD ＝871 ：

t＝2．ア7、p＜．01） に 認め られ．た 。

　以 上 の こ と か ら，各 タ イ プ を通 して ，男子 で は 「自

己有能感 」「肯定的自己評価」「個人的選択 に 対 す る確

信 1の 因子得点が 高 い の に 対 し， 女子 は 「社会的役割

理解」「集団へ の所属」が 高 い こ と が 認 められ た。

　す な わ ち，各タイ プ を通 して性差が認 め ら れ る こ と，

各 タイ プ の性差 と関連 の 深 い 心理
一

社 会的発達 の 因子

が 明 ら か に な っ た こ とか ら， 男子 の職業的発達過程 と

女子 の 職業的発達過程が 異 な る こ と が 示 唆 さ れ た。

　 3． 類 型化 の 意義

　心理
一

社会的発達 の 各因子 の 因子得点に つ い て ， タ

イ プ問で 平均 の 差 の 検定 を行 っ た結 果 は TABLE　5 の

と お りで あ る。各 タイプ間の 有意 の 差 に 注目 し て 8 タ

ノ ブ を 比 較す る と，有 意差 の 多 い 順 に
，

A
，
　 B

，
　 E ，

F ，C ，　 D ，　 G ，
　 H とな る 。

こ の 順序は，職業的発 達

の 過程 と対応 し て い る と 考 え ら れ る
 

　高職業的 自己実現志 向群 は タイプ A ， B ，
　 C ，　 D で ，

確 か な進路志向 に 基 づ い て 職業．Lの 成功を め ざ し て い

るタイ プ で あ る。 こ れ ら が上位 4 位に 並 ば な い と い う

こ とか ら， 社会的職業的役割の 検討や社会的評価基 準

の 理解 と い っ た 口常生活 に お け る仕事に対す る 理解が

職業的発達 を促す こ と ， そ の よ う な 理解な く職業的 自

己 実現 志 向だ け が 強 い 場合 ， 職業的発達は 遅 れ て い る

こ とを示唆 して い る 。 す な わ ち ， 〔1）得点が 高 い こ と が

発達 と対応 して い る と は い え な い こ と，  職業的発達

の 8類 型 の 順 序 で 示 され る よ うな質的な変化 と し て 発

達 の 過程 を検討す る こ と が 必要 で あ る こ と が確認 され

た 。

　 こ の 研究 で は職業的発達の類型化に よ っ て 8類 型 を

記述 し ， そ れ ら が 年齢 や 性 に 対応 す る こ と を明 ら か に

した。しか し， 個人 の レ ベ ル で の発達の 過程を含め ，

タ イ プ問の移行の 要因，お よ び移行 の 過程 に お け る 性

差 の 分析 に つ い て は今後の検討 課題 で あ る 。

　職業的発達 の 解明の た め に は，職業的発達 に 関連 す

る要因 と し て ，社 会 と の 関 わ りに お け る性差 を考察 し

なけれ ばな らな い
。 す な わ ち，類型化 は性役割 との 関

わ D で考察 さ れ な け れ ば な ら な い と 考 え ら れ る 。

　本研究 に お い て は ， 「勤労観」の形成に 基 づ き ， 職業

的発達過程 に つ い て 考察し た。し か し，仕事役割 へ の

関与 と価 値期 待 を内在 化 す る とい う側 面 か ら の ア プ

ロ
ー

チ もまた必 要 で あ る 。 こ れ は，職務関 与の 意識 の

発 達 と して と ら え る こ と が で き る 。ま た
， 性差 に 対応

し た 類型化 の 有効性 の 検 討 に 示唆 を与 え る もの で あ る

と考 え て い る 。 す な わ ち ，各 タ イ プ を 解釈 す る た め に
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は 心理
一社会的発達お よ び職務関与に関わ る意識の発

達 との 関連 を統合 し て考察 し て い く必要が あ ろ う。
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