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資　料

方向感覚 と方位評定 ， 人格特性及 び知的能力 との 関連

竹 　内　謙　彰
寧

SENSE 　 OF 　 DIRECTION 　 AND 　 ITS 　 RELATIONSHIP 　 WITH 　 GEOGRAPHICAL

　　 ORIENTATION ，　PERSONALITY 　 TRAITS 　 AND 　 MENTAL 　 ABIL 【TY

Yoshiaki　 TA ｝CEUCHI

　　The 　purpose　of　this　study 　was 　to　construct 　Sense　of　Direction　QuesUonnaire−Short

Fo   （SDQ −S），and 　investigate　its　relationship 　with 　geographical。rientation ，　person −

ahty 　traits　and 　mental 　ab11ity ．532　undergraduate 　students （female　373，　male 　159）were

administered 　SDQ ・S，　and 　the　results 　were 　facてor −analyzed 　using 　the　princ量pa！factor

method 　and 　varimax 　rotation ．　 Two 　factors，　i．e，，　awareness 　of　orientation 　Factor　 I ，

and 　memory 　for　usual 　spatial 　behavior　Factor　II，　could 　be　identl行ed 　from　l7　items （9

items　to　Factor　 I　 and 　8　items　to　Factor　H 〕．　 The　reliabHi 七y　of　the　questionna 正re　was

tested　on 　the　same 　subjects 　using 　internal　consistency 　and 　split
−half　methods 、　 The

relations 　between 　sense 　of 　direction　and 　geographica ！orientation 　based　on 　70　subjects

suggested 亡he　concurrent 　validity 　of　SDQ −S．　 AlsQ
，
47　sublects （femate　only ）helped

examilling 　the　in日uence 　of　perscnality 　traits　and 　mental 　abi 【ity　on 　sense （｝f　direction．

　　Key 　words ： sense 　of　direetjon、　questiGrmaire ，　personality 　trajt，　mental 　ability ．

geographical　orientation ．

間 題

　近年，空間認知 に 関す る研究の な か に は，日常我 々

が接す る 大規模 な環境空 間 を対象 とす る もの が 増えて

き て い る 。 本研究で 扱 う方向感覚 の 問題 も，そ う した

研 究 の 流れ に 位置 つ くも の で あ る 。

　方向感覚をど の ように 定義す る か に つ い て は ，
い く

つ か の 立場 が あ り う る が ，
こ こ で は方向感覚を，個人

が環境空 聞 と相互作 用す る際 の 自己 の有能性に関す る

意識 ， と し て 捉 え る こ と と す る。具体的 に は，例 えば ，

よ く知 らな い 場所 で も，す ば や く間違 い な く経路 をた

どっ て 目的地 に っ けるよ うな人は，自分の こ と を方向

感覚が 良い と捉 え る だ ろ う 。
こ の よ うに

， 環境 空間内

を移動 す る に あ た っ て ， 当該の 空間を どれ だけ良 く認

知 し て い る か ，と い う こ と に 関す る 自己評定が ， 本研

・　 愛 知教 育大学 （Aichi　University　of 　Educationl

究 に お ける方向感覚な の で ある 。 別の 言 い 方 をすれ ば，

大規模な環境空間を認知 す べ き対象 と し た と き の 空問

認知能力の 自己評定が ， 方 向感 覚 だ と言 う こ と もで き

よ う。

　方向感覚 と空間行動 や空間能力 と の関連 に つ い て ，

Kozlowskl ＆ Bryant （1977） は，自己 の 方向感覚が 優

れ て い る と感 じる もの は そ うで な い もの と較べ て ， 方

位の 評定や ル ート学習の 際 の サ
ー

ヴ ェ イ マ ッ プ の形成

に優 れ て い る こ と を指摘 し ， 方向感覚の 自己評定 は，

空間を学習す る際 の 意図 的努力や適切な方略の選択 と

関 連 が 深 い の で は な い か と 推 測 し て い る。ま た，

Bryant〔エ982）は，空間 視覚化 （spatial 　visua ］izati。n ） の

指標 と し て の 心 的 回 転課題 の 成績 と方向感覚と の 間 に

有意 な関連が あ る こ と を見い だ して い る 。

　他 方，方向感覚 と人格特性 と の 間に 関連性を指摘 す

る研究 も ある 。 先述 した Bryant （1982） は，　 CPI （カ リ

フ ォ ル ニ ァ 人格検 査 ）の 下位尺度 と方向感覚や道 に 迷 う こ
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とへ の不安，及び方位 の 評定 との 間の相関関係 に つ い

て も検 討 し て お り ， 方向感 覚 そ の もの は人格特性 との

間に あ ま り関連 が み られな か っ た の に対 し て ，道 に 迷

う こ とへ の 不安 や方位 の 評定 は，心的安定性 ・優越性・

自信の程度 を測定 す る尺度群に含 ま れ る社会的成就能

力 ， 社交性 ， 自己溝足感 と い っ た CPI の 下位尺度 と関

連が あ る こ と が 示 さ れ た。

　 人間が 環境空間 と遭遇 し， 具体的な移動行動 を行 う

に あた っ て は ， 大規模で 複雑 な環境空間を ，
い わ ば心

的な地図 に 変換す る とい っ た空間能力を要す る こ とが

ある。それ と共に，実際 の 移動行動 で ，有効 な行動を

行え る か 否 か は，個 々 人 の 人格特性に依拠す る 面 が 大

きい と い える。方向感覚は，空間能力と 人格 特性 とい

う， 少な く と も 2 っ の 要因 を反映 した指標 だ と考える

こ と が で きよ う。ただ ， 方向感覚の程度を 1 つ の 尺度

に よ っ て の み 捉 え る と，異 な る 2 つ の 要 因の 影響 を分

離す る こ と は難 しくなる。そ の 点 で 興味深 い の は ， 方

向感覚を測定 す る 質問紙を用 い た研究 で あ る。

　谷 （1987，は ， 方向音痴質問票 と名付 け られ た質問紙

36項目を因子分析 して 4因子 を抽出 し，第 3 因子 （東 西

南 北 音 痴 ） は 心的 回 転時間 と の 間 に 有意 な相関関係が あ

る こ と ， そ れ 以外の 因子 （と っ さ音痴，お 出 か け音痴，道尋 き

音細 は，Y −−G 性格検査 の い くつ か の 下位尺度 と の 間

に
， 有意な相関関係が あ る こ とを見 い だして お り， 特

に お 出か け音痴因子 は，神経質 ， 協調性欠如，
一

般的

活動性 ，
の ん き さ ， 思考的外向，社 会的外 向 とい っ た

下位尺度 と有意な負の 相関 を示 した。 こ の ように ， 谷

（1987） は，空間能力 と人格特性 と い う 2 つ の 要因 が
，

それ ぞれ異 な る因子 に関連を持 つ こ とを見 い だ して い

る。ただ ， 質問紙 に 用 い ら れた項 目 が 方 向感覚そ の も

の の 善 し悪 し に 関す る 自己評定と ど の 様な関連 を持 っ

か に つ い て は，言及が な さ れ て い な い 。

　そ の 点 に つ い て 竹 内 （1ggo） は ， 予備調査に よ っ て 収

集さ れ た51項 目か らな る方向感覚質問紙 を用 い て 調査

を行 い
， 方向感覚の善 し 悪 し を問 う質 問項 目と強 い 相

関（O．1％水準 で 有 意｝の あ るもの を用 い る ， と い う手続 に

よ り，項 目の もつ 意味の 限定 を行 っ た。そ うして 選 ば

れ た 36項 目に つ い て 男女別 々 に 因子分析 を行 い
， 両者

に 共通 に み られ る因子 と して ，「方位 と 回転」及 び 「記

憶 と弁別 」と名付け う る 2 つ の 因子 を見 い だ して い る 。

た だ し ， こ の 研究で も，質問紙尺度の信頼性や 妥当性

の検討 は，必ず しも十分 に な され て は い な い 。

　そ こ で本研究で は ， 竹内 〔エgee）の 抽 出 した20項目か

らな る 尺度 を 「方向感覚質 問紙簡 易版 ｛Sense ・of・Di・recti ・ n

Questionnaire　Short　Form ：SDQ −S＞」と して 構成 した もの

を用 い
， こ の 質問紙 の 信頼性及び妥 当性 に つ い て 検討

す ると共 に ， 2 っ の 因子 を代表す る尺度と ， 空間能力

や人格特性 と の 関連性 に つ い て検討す る こ と を目的 と

す る。

　と こ ろ で，方向感覚 と空間能力 と の 関連牲 に つ い て

検討 し た 先行研究 で は ． 他の知的能力 の 関与に つ い て

は，あま り検討が な さ れ て い な い ようで あ る （Bryftnt，
1982 ；谷，1987）。しか し， 可能性 と し て は

， 方 向感覚の

良 さが ， 全般的な知的能力 の 高 さの 影響を受け て い る

こ と もありうる。そ こ で本研究で は，他 の 知的能力 の

要因 の 関与の 有無に つ い て も検討す る た め ， 視空間的

課題 を含む 多様 な 知的能力 を測定 し う る知能検査と し

て ，京大 NX
，5一知能検査 を 用 い る こ とと した 。 な お ，

人格特性の 測定 に っ い て は ， 谷 （1987）と の 比較 の 便 を

考え．Y − G 性格検査 を用 い る こ と と し た。

方 法

　 被験者

　愛知 県内 に あ る大学 ・短大 の 学生 532名 （男子 159名，女

子 373 名｝。

　 課　題

　 1）方向感覚質問紙簡易版 （SDQ −S）：竹内（1990 ）に よ っ

て構成 さ れた 20項 目か らな る質問紙で あ り， 各 1 項目

が ，それ ぞれ，「方位 と回 転」及 び f記憶 と弁別」と名

付 け られ た 因 子 を 代 表 す る も の で ある 債 問項 目 は

TABLE 　I参 照）。評定方法は ， 各質問項 目 に 対 して ， 「よ

くあ て は ま る」「や や あ て は ま る」「ど ち ら と もい えな

い 」「あま りあ て は まらな い 」「ほ と ん ど あ て はまらな

い 」 の 5段 階 の い ず れ か に O 印を記入 す る と い う も の

で あ る 。

　2）方位評定 課題 ：
一

定 の 方向を向 い て あ る 地 点 に

立 っ た とき， 既知 の い くつ か の 地点 の 方 向を推測する

課 題 で あ り ， SDQ −S の 並存 的妥当性を検討す るため に

実施さ れ た。起点 と な る地 点や方位推測 の 対象 と な る

地 点 に つ い て既知 で あ る必 要 が あ る た め ， 特定の 大学

の 学生 の み を被験者 と した。被験 者は ， A 大学 の 学生

70 （男 子 34各 女 子 36名 ）名 で あ っ た 。 こ の 被験者数 は ，

全体の被験者数に含 まれ て い る。起点 と な る地点 は 附

属図書館入 口 ，方向推瀾 の対象 と な る 地点 は，A 大学

の 学内 5地点 ， 私鉄の最寄 り駅 ， 近隣都市 ， 及び東京

都 の 8 地点で あっ た。 こ れ ら 8地点 の う ち 学内 5 地点

に つ い て は，先行研 究 （滝 川，1990）に お い て，熟知度が

高 い こ とが 確認 さ れ た もの で あ っ た。

　実際 の 地 点の 方角 と被験 者の 記入 し た方角 との ずれ

を 測定し，その 角度誤差 を本課題の 測度 とした 。
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　3）Y − G 性格検査 ：SDQ −S と人 格特性 と の 関連 を

み る た め に 実施 さ れ た 。
こ の課題 は ， B 短大の 学生に

の み 実施 された 。

　4）京大 NXJ5 ．知能検査 （第 2版 ）：SDQ −S と多様な

知的能力と の 関連 を検討す る た め に実施さ れ た 。 こ の

検 査は，Thurstone ら の 多因子説 に 基 づ い て お り，
12

の 下位検査 に よ り構成 され て い る 。 各下位検査 は そ れ

ぞ れ 1 つ の 知的能力 に 対応 し て ts　p，そ れ ら は さ ら に ，

言語的因子 ， 空間的因子 ， 数的因子 の 3 つ の 知的因子

に ま と め ら れ て い る。各下位検査の 対応す る因子 は，

以 下 の 通 り。 1類 似反対語 ：言語的因子 ，
2 重合版 ：

空間的因子， 3 計算法 ：数的因子 ， 4 マ ト リ ッ ク ス ：

言語的因子， 5 文章完成 ：言語的因子， 6 日常記憶 ：

言語的因子 ， 7 折紙 パ ン チ ：空間的因子 ， 8符号交換 ：

数的因子 ， 9 図形分割 二空 間的因子，10乱文構成 ： 言

語 的因子，11ソ シ オグラ ム ：空間的因子 ， 12単 語完成 ：

言語的因子 。

　 こ の 課題 も ，
B 短大 の 学生 に の み 実施 さ れ た 。

　手 　続

　 い ずれ の 課題 も，大学 ・短大 の 授業時間 の
一

部 を割

い て実施 され た。

　 SDQ −S は ， 全 て の 被験者 に 対 し て 実施 さ れ た 。 記入

に 要す る時間 は ， 10〜20分程度で あ っ た 。

　方位評 定課題 は ， A 大学の 学生 70名 を被験 者 として ，

SDQ −S と同時 に 実施 さ れ た 。

　 Y − G 性格検査 及び京大 NX ，5一知能検査 は ，
　 B 短大

の
一

般教 育科 目 の 心 理学 を 受講す る学生 （女子 の み 〕 を

被験者 と し て実施 さ れた 。 両課題 は ， 実施 に
一定 の 時

間 を要す るため ， それぞれ異 な る授業時 間に 実施 され

た 。 受講者数は 68名で あっ た が ， 各授業時で 出席者の

増減が あ り， 両課題 と SDQ −S をす べ て 実施で きた 被

験者 は 47名 で あ っ た。 3 つ の 課題 間 の 関連 の 分析 の 対

象 とな る の は ， こ の 47名で ある 。

結 果

した場 合，被験 者全員 の 因子分析 に ほぼ
一

致す る結果

が得 られた 。 TABLE ユ に は ， 被験者全員及 び男女毎の

因子分析結果， 及び各項 目の得点平均 と標準偏差 を示

し た。

　次に ，各因子 を代表す る項 目に よ り尺度を構成する

た め
， 項 目 の 選定 を行 っ た。因子負荷 量 ．4 以 上 を基 準

と し ， 両因子共に ．40以上 の 負荷があ る場合に は ， よ り

高 い 負荷 を示 し た方 の 因子 を代表す る もの と し て分類

した 。 番号 1か ら 9 まで の項 目は因子 r を代表す る も

の と し て 尺度 1 を構成 し．番号 10か らユ7ま で の項 目 は

因子 2 を代表す る もの として 尺度 2 を構成 した。各 項

目の 得点を合計 し た もの を尺度得点 と した （TABLE 　4 に

尺 度 得点 の 平均 を示 し た ｝。な お ，番号 18か ら20まで の 3 項

目 は ， 基準 に 合 致 しな か っ たた め ， 以後の 分析か らは

除外 さ れ た 。

　　　　　　　　　　　 信頼性の 検討　 まず項 目分
TA 肌 E　2 　項目

一補正 得
　　　　　　　　　　 析の た め ， 各尺度 を構成す る

　　　　 点
a
澗 の相関

　　 　　 　　 　　 　　 項 目 と，当該項 目を除 い た 尺
　　　　 係数
　　　　　　　　　　 度 得点 との相関係 数 を求 めた

　 尺度 1　　 尺度 2

項目　相関

番 号　 係数

ユ　 　 ．727
2　 　 ，650

3　　 ．668
4　　 ．S69

5　 　．615
6　　 ．578

7　 　．587
8　　 ．543
9　 　．517

項 目　 相 関

番号 　係 数

1 　 　、693
11　 ．609

12　　．584
13　 　．582
14　 ．566

15　　．554
ユ6　 ．409

／7　　．414

　因子分析　SDQ −S の 各項目 に つ い て ，方向感覚が よ

い 程得点 が 高 くな るよう に 得点化 を行 い
， そ の 得点 を

も と に因子分析 を実施 した 。 全被験者532名 に つ き主 因

子解を求め て ヴ ァ リマ ッ ク ス 回転 を行 い ，固有値 1．O以

上 で 4 つ の 因子 が得られ た 。 しか し ， 第 3 及び第 4 因

子 に つ い て は解釈が困難 で あっ た た め ，あら た め て 因

子数を 2 に指定し て ，主 因子解 を求 め ヴ ァ リマ ッ ク ス

回転 を行 っ た と こ ろ ， 先行研究 （竹内，1990＞とよ く
一

致

す る結果 が得 ら れ た 。 さ ら に ，男 女別，及 び 所 属大学・

短大別に 因子 分析を行 っ た と こ ろ ， 因子数 を 2 に 指定

　 a ） ：尺 度 得 点 か ら 当

該項 目を 除 い た もの 。

（TABLE 　2｝。 そ の 結果，尺度 1

で は ， ．727− ．517の 範 囲 で ， ま

た尺 度 2 で は ， ．693− ．409の

範囲 で の相関係数 が得 られ た。

　次 に ， 各尺度の 内的整合性

を み る た め に ． 全 被験者及 び

男女別 に ， α 係 数及び折半法

に よ る 相 関 係 数 を 求 め た

〔TABLE 　3）。 各尺度 と も
一定

の 内的整合性 を示 して い る と

考え ら れ る 。 た だ し ， 尺度 2

は ， 尺度 1 と比較 した と きに ，

α 係 数，折半 法 とも に 値が低 い 結果 で あ っ た。

　性差の 検討　TA 肌 E　4 に ， 被験者全体及び男女別の

SDQ −S の 各尺度得点平均及 び標準偏差 を示 した。男 女

間の 平均値間の差の検定を行 っ た と こ ろ ，
い ずれ の 尺

度 も，p〈．001で 男子 の 方が 女子 よ り，有意 に 得点が 高

い こ とが示 され た 。
こ の結果 は， 男子 の 方が女子 よ り

も ， 自己 の方向感覚を高 く評価す る傾向が ある と い う

先行研究 （LaGrone ，1969 ； Kozl。 wski ＆ Bryant・1977 ；

Bryant，1982 ；竹 内 ，
1990〕 に

一
致す る もの で ある 。

　な お，方位評定課題 に つ い て も，各項 目毎 に ，角度

誤差 の 平均値間の 差 の 検定 を行 っ たが
，

こ れ らはす べ

て 有意で は な か っ た 。

　SDQ −S と方位評定課題 の 関連　方 向感覚 と 方位 評

定 の 正確 さ との 関連 を み るため に ， SDQ −S の 各尺度得
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TABLE 　l 方向感 覚質問紙 簡易版 （SDQ −S） の ヴ ァ リ マ ッ ク ス 回転後 の 因子負荷行列及び各項 目の 平均得点 と SD
（n ＝ 532）

番号
a ； 質 問 項 目

1 知 らな い 土 地 へ 行 くと ，途 端 に東 西 南北 が わ か ら な くな る

2’知 らな い と こ ろ で も東西南北 をあ ま り間 違 えない

3 道順 を教 え て も ら う と き，「左 ・右 」で指 示 し て もら うとわ か る が，「東

　 西 南北 」で 指示 され る とわ か ら な い

4　電車 （列 車） の 進行 方向 を東西南 北 で理 解 す る こ とが 困難

5 知 ら な い と こ ろ で は，自分 の 歩 く方向 に 自信が 持 てず不 安 に な る

6　ホ テ ル や 旅館 の 部屋 に は い る と，そ の 部屋 が ど ち ら向 き か わ か らな い

7 事 前 に 地 図 を 調べ て い て も初 め て の 場 所 へ 行 く こ と は か な り難 しい

8’地 図 上 で，自分 の い る位 置 をす ぐに 見つ け る こ とが で き る

9事頭 の な か に 地 図 の イ メージ を い き い き と思 い 浮 か べ る こ とが で きる

10 所 々 の 目印 を記 憶 す る 力が ない

11　目印 と な る も の を 見 つ け られ な い

12 何度 も行 っ た こ との あ る とこ ろで も 目印に なる もの をよ く憶 えて い ない

13 景 色 の 違 い を 区別 して 憶 える こ と が で き な い

14 特 に車で 右 ・左 折 を繰 り返 して 目的地 に つ い た と き ， 帰 り は ど こで ど

　 う曲が っ た ら よ い か わ か らな い

15　自分が どち ら に 曲が っ て き た か を忘 れ る

IG 道 を曲が る とこ ろで も目印 を 確認 し た り し な い

17 人 に 言葉 で 詳 し く教 えて もらっ て も道 を正 しくた どれ な い こ とが 多 い

18　住宅地 で 同 じ様 な家 が な らん で い る と目的 の 家が わ か ら な くなる

19拿見 か けの よ く似 た道 路で も．その違 い をす ぐに 区別す る こ とが で き る

20 二 人以 上 で歩 く と人 に つ い て 行 っ て 疑 わない

固有値

寄 与率 （％ ）

因子 1　 因子 2　 h2

　　．225　　　＿642

　　．162　　　．519

　　．1≡｝2　　、522

　　．Z19　　．517

　　．306 　　　．439

　　．292　　．408

　 ．418　　．410

　　．338　　．346

　　．395　　．343
．279　　 　．604

．2玉5　　 　．484

．170　　 　　．459

．236　　 　、401

．414　　 　．431

．366　　 　．384

，091　　 　．203

．260　　 　．233

．397　　　　，379　　　．301

．361　　　　．39  　　　．282

．345　　　，349　　　．240

7．095　　1．073

35．5　 　 5．4

　男 　 　 女
b〕

（n＝159》　　（旧 二 373〕

III

IIII

二

III

　

　

　

　

　

　

IiIII

I11111　

　

　

　

　

　

−

IIII

得点平均〔SD）

1

正

II

　

　

　

　

I

IIII

H111HIH 1

−

I

III

II

2．13（1，22）

2．32（1．15）

2，44（1．27）

　2．54（1．27）
；　2．79（1．30）
」

｛　2．50（1、23）
Ti3

．03（1．26）
：

　3，36（1．22）

　2，76（1、20）

　3，62（1．04）

　3 ．83（0．91）

　3．82（1．15）

　3．61（1．00）

　2 ．93 （］．23）

3．45（1，1の

3．47〔1．12）

3 ．46 （！．06）

2．83（1．17）

2、61 （1．01）

2．71（1，22＞

a ）：番 号 に ・印の つ い て い る も の は，逆転 項 目。
b ＞：各項 目で 2 因子 中の 因子 負荷量 が よ り大 き く．な お か つ 負荷 量が ．40以 上で ある 因子 を ロ ーマ 数字 で 示 した。

TABLE 　3　SDQ −S の各尺度 に お け る内的整合性

　 　 　 　 　 　（α 係 数及 び折 半法）

男　子

（n ＝159）

女 　子

（n ＝373）

全 　体

（n ＝532〕

α 係 数 　折半法 　 α 係数 　折半 法 　 a 係 数 　折半 法

尺度 1　 ．873　　．798　　、853　　．754　　、876　　．792
尺度 2　 ．813　　．650　　．Sl6　　．683　　 824　　．691

点 と 方 位 評 定 の 角度 誤 差 と の 相 関係 数 を 求 め た

（TABLE 　5）。 男女込 み に し て み た場 合，尺度 ／は ， 学内

地点 4，最寄 り駅，近隣都市 ， 及 び東京都 と ， 尺度 2

は，最寄 り駅 と， それぞ れ 有意な相関を示 し た 。 次 に

男女別に み る と，男子 で は，尺度 1 と東京都 と の 間 に

の み有意 な相関が得 られ ただけで あ っ た 。 そ れ に対し

女子 で は， 尺度 1 が東京都 と の 間 に 有意な相関 が あ り．

ま た 尺度 2 も，学内地点 2
， 最寄 り駅 ， 及び近隣都市

と の 間に 有意な相関が得 ら れた 。

　SDQ −s と Y − G性格検査 ・京大 NX1，．知能検査 との

関連　方向感覚 と人格特牲及 び知 的能力 と の 関連 をみ

る ため に ， SDQ −S の各尺度 と Y − G 性格検査 の各人格

特性得点，及 び京大 NXls 一知能検査 の下位課題 の 知能

偏差値 の 相関係数 を求め た （TABLE 　6）。

TA肌 E　4　SDQ −S の各尺度得点平均 （SD）及び尺度得

　　　　　 点間の相関係数

男　子

（n ＝159）

女 　子

（n ； 373）

全　体

（n ＝532）

性差の 有

意性検 定

MEAN （SD ） MEAN （SD｝ MEAN （SD） t巳）

尺度 1

尺度 227

．99（8．26＞
30．52（5，70｝

22．IO（7』 2）

27．19（5．61）

23．86（7．88〕
28、19 （5．84〕

一
7 、846

．41

相関係数
b〕　　 ．695 ．589 ．655

a ）： t 値 は い ずれ も p〈．001 で 有意 （両 側 検 定 ｝。
b ）：相 関係 数 は ，

い ずれ も pく． 01で 有 意。
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TABLE 　5SDQ −S の 各尺 度得 点 と 方 向指 示 誤差 と の

相関係数

地点名

男 　子

（n ；34）

女　子

（n ＝36）

全 　体

（n＝7  ）

尺度 ユ　 尺度 2　 尺度 1　 尺 度 2　 尺 度 1　 尺度 2

学 内 1

学 内 2

学 内 3

掌 内 4

学 内 5

最寄り駅

近隣都市

東京都

一．139　　　
−．008

−．088　　
−，D35

−，195　　−．133
−．138　　　　．080
−，223　　

−，096
−．210　　

−．148

，243　　
−．ll5

−、2911　　
−．240

一．182　　
−．216　　

−．ユ46
−、277　　

−．351辱　 一．128
−．132　　−．169　　−．ユ32
−．269　　　

−．170　　　
−．ユ99’

一．046　　
−．126　　

−，099
−、270　　

−．3698　 −．2［11卓

一．187　　
−，300．　 一．202．

一．413紳　
一、ユ90　　

−．268・

一．100
−．136
−．ll5
−．061
−．048
−、245°

一．116
−．145

喀　：P（．05　　　嚀 8 ：Pく、Ul

TA 肌 E　6　 SDQ −S の 各尺度得点 と YG 性 格検 査及 び

　　　　 京大 NX 、5一知 能検査 の 下位尺度 と の 相関係

　　　　 数　　　　　　　　　　　　 （n ；47，女 子 の み ）

尺 度 1 尺 度 2

　 ま ず ， Y − G 性格検査 と の 関運を み る と ，

一般的活

動性 ， 及び劣等感 に 対 して は ， 尺度 1 ， 2共に 有意 な

相 関 を 示 し て い る （た だ し、劣等感 と は 負 の相 関で あ る ）。 そ

れ 以外で は ， 尺度 1 が支配性 と有意な正 の相関を示 し

て お り，他 方，尺度 2 は社会的外向 と は 正 の ，回帰性

傾 向 とは負 の有意 な相関 を示 して い る。ま とめ るなら

ば ， 尺度 1得点が高 い もの は ，

一
般的活動性や支配性

が 高 く劣等感が 低 い 傾 向に あ り， 尺度 2得点が 高い も

の は ，

一
般 的活動性や社会 的外向性が高 く劣等感や 回

帰性傾 向 が 低 い 傾向 に あ る，と い う こ と が で き よ う。

　次 に ， 京大 NX 、，一．知 能検査 との関連 をみ る と， まず

尺度 1 は，語 の 流暢牲 の 測度 と考え られ る単語完成 と

有意 な負 の 相関 を示 して い る。他方 ， 尺 度 2 は ， 空 間

能力の 測度 と考え ら れ る 重合板や折 り紙 パ ン チ と の 間

に 有 意な相 関が み られ て お り，又 そ れ以外 で は，乱文

構成 と の 間に有意 な相関が み られ て い る 。

YG

　 D

　 C

　 I

　 N
　 OCoAg

　 G
　 R

　 T

　 A

　 s

抑 欝性

回帰性 傾 向

劣等感

神 経質

客観性 欠如

協調性欠如

愛 想悪 い

一
般的 活動性

の ん き さ

思考的外向

支配性

社会 的外 向

NX

　 1．　 類似 反対語

　 2．　 重合版

　 3．　 計算 法

　 4．　 マ トリ ッ クス

　 5．　 文章完成

　 6．　 日常記憶

　 7．　 折紙 パ ン チ

　 8．　 符号 交換

　 9．　 図形分 割

　10、　 乱文構 成

　ll．　 ソ シ オ グ ラム

　ユ2．　 単語 完成

一．．206 　　　　　− ．1⊂｝1
− ．219　　　　　　

− 、275i
− ．406ホ，

　　　
一．326‡

一．2D7　　　　　
− ，045

− ．138 　　　
− ．141

　 ．023　　　　　　　．040

　 ．199　　　　　　　、074

　 ，540・ホホ　　　 ．524‘鉢

　 ，008 　　　
− ．170

− 、021　　　　　
− ．1Dl

　 ．394．，　　　　　　、233

　 ．168 　　 　 　 　 ．250奪

一、071
− ．ogz

　 ．G94
− ．C・71
− ．188

　 ，lo6

　 ，12〔｝
一．G59

　 ，122

　 、133
− ．013
− ．308，

　 ．ユ68

　 ．249嚀

　 ．133

　 ．189
− ，136

　 ．IS6

　 ．307卓

一．033

　 ．193

　 ．387斡

　 ．lo8
− ．231

辱　；pく．05　　　韓：p〈、D1　　　●拿■：p＜．OG1

考 察

　因子の検討

　SDQ −S を因子分析 し ， 先行研究 （竹内，1ggo） に
一

致

す る 2 因子 を得た 。 各 項 目 を見 て も， 因 子 1 ， 因子 2

に 高 い 負荷 を もつ 項 目 は，そ れ ぞ れ竹内 （1990 ）の 尺度

1， 尺度 IIに含 まれ る項 目で あ っ た。ちな み に ， 因子

負荷量 ．40以 上 と い う 基準 に合致 し な か っ た 3 項 目 の

うち，番号 20の 項 目は尺度 1 に ，また，番号 18及 び19

の 項 目は尺 re　IIに 含 まれ て い た項 目 で あ っ た。

　さ て，各因子 を代 表す る と考 えられ る項目を検討す

る （TA 趾 E 工参照 〉 と， 因子 ユで は因子 負荷 の 上位 4項

目が 東西南北 の 意識 や 理 解 に 関 す る項 目で あ る こ と が

注意を ひ く。 また ， 東西南北そ の もの に つ い て で は な

い が ， 方位 の 理解 に つ い て の 項 目幡 号 6＞も，

一
定 の 負

荷を 示 し て い る 。 そ れ 以外で は ， 番号 5 の 空間行動の

際 の 不安 に 関す る項 目 と，地図 の 利用 に 関する項 目幡

号 7，8，9） が含ま れ て い る 。 ただし， 地 図 の 利用 に 関す

る項 目 は ， 因子 2 に対 し て も一定の 負荷 を 示 し て お り ，

因子 1 に 典型的な項 目 と は言 い が た い 面 が あ る と い え

よう 。 以上 より， 因子 1 は ， 方位に 関す る意識に か か

わ る もの と い っ て よ い で あ ろ う。

　次 に因子 2 で あ る が ， 因子 負荷の 上位 3項 目は ， 目

印の利用 に関す る も の で あ り，そ れ 以外に も目印利用

に つ い て 問 う項 目が あ る 播 号 16）
。 目印 に 関す る もの の

他に は ， 曲が り角 に つ い て の 記憶 を問う も の （番 号 14，

15）や ，景色 の 弁別 と記憶 に 関す る も の （番号 ユ3），言葉

の 教 示 の 実際空間 へ の 変換 に 関す る もの 幡 号 17）な ど

を含 ん で い る e 以上 より， 因子 2 は ， 空間行動 に お け
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る記憶の 要因 に 関す る もの と い っ て よ い で あ ろ う。

　 SDQ −S の 各尺度 と他の指標との 関連性の 検討

　 まず，尺度 の 妥 当性 を見る た め に ， 方位評定課題 と

の 関連性 を検討す る 。 TABLE 　5 よ り， 尺度 1 と 2 で ，

異な る地点 との 相関 があ る こ とが伺え る 。 そ の傾向 は，

特 に 女子 に お い て顕著で ある 。 各尺度毎 に 検討 す ると，

尺度 1 は男女共，東京都 との み しか有意な相関が な い 。

それ に 対 し， 尺度 2 の結果は男女で 異 な っ て お り， 男

子 で は ， い ずれ の地点 とも有意 な相関が な い が ， 女子

で は，学内 2 ， 最寄 り駅 ， 及び近隣都市 と の 間 に ，有

意な相関が み られ た 。 こ うした結果 は ， 各 尺度の特徴

を示す もの とい える で あ ろ う 。 す なわ ち ，尺度 1 は方

位意識に関す る因子 に基づ い て お り．尺度 2 は ， 空間

行動に お ける記憶 に 関す る因子 に 基づ い て い る 。 東京

都 の 方位 を正 確に指示 で き る と い う こ と は，実際 の 空

間行動 との結 び付 きよ り，む しろ普段 か ら方位に つ い

て の 意識を持 っ て い る か ど う か や ， あ る い は，か な り

大規模 な範囲 を含む地誌的表象 （例え ば 日本列島の地図 イ

メ ージ な ど） の 正確さ など に 依存 す る と こ ろ が大き い の

で は な い か と考え ら れ る 。 そ れ に 対 し，学 内 2 ， 最寄

り駅 ， 及び近隣都市 な ど に対す る方位評定 の 正確さ は ，

日常普段 の 空間行動 に よ っ て 理解 が促進 さ れ る も の と

い っ て よい で あろ う。 以上の こ と より，各尺度 は，

一

定の 並存的妥当性を持 っ て い る と い え よ う。

　次 に
，
Y − G 性格検査 や 京大 NX ，5一知能検査 との 関

連に っ い て検討す る 。 まずY − G 性格検査 との 関連 で

あ る が，尺度 1
，

2 と も，

一
般的活動性が 高く， 劣等

感が低 い こ と と の関連が強 い と い う点で 共通 して い る。

さ らに 尺度 1で は，支配性が 高 い こ とと も関連が み ら

れ て お り，
こ うした こ と か ら， 尺度 1 は 環境空間内で

の行動を支 え る い わ ば心 的な安定性 に 強 い 関 連性 を

持 っ て い る と考 え ら れ る 。 こ の 点は ，
Bryant （］98z〕が

道 に 迷 う不安 との関連 で見 い だ し た こ と と一致 して い

る 。 そ れ に対 し，尺度 2 は，尺度 1 と共通す る もの 以

外 に ，回帰性傾 向が低 く社会的外向性が高 い こ と と の

結 び付 きが み られ る 。 こ うし た こ とか ら，尺度 2 は ，

環境空間内で の 円滑な行動 を保 障す る社会性の様な特

性 と関連があ る こ とが推測 さ れ る 。 た だ い ずれ に し て

も， Y − G 性格検査 と の関連で は，人格 の 適応性 を示

す方向で ， 両尺度が 類似 した結果 を示 して い る と い う

こ とが で き よ う。な お ， 谷 （1987 ＞の 見 い だ し た 4 因子

との 比較で は ， 第 1，第 2 及び第 哩因子 が ，
い ずれ も

一般的活動性 と有意な相 関 を示 して お り， そ の 点 は，

本研究結果と
一

致す る 。 ま た ， それ以外 で は，本研究

の 尺度 2 と ， 谷 （19871 の第 2 因子 （お 出か け音痴）が と

もに 社会的外向と有意 に 相関して お り， 両者の
一

定の

共通性を うか が わ せ る 。

　次 に
， 京大 NX ，，一知能検査 との 関連 で は ， 尺度 1 と

2 は明確に 異 な っ た傾向 を示 す 。 尺度 1 は，ど の 下位

検査 とも有意 な正 の相関が な く， 単語完成 と は負の相

関が ある と い う， 解釈困難 な結果 を示 して い る 。 他方

尺度 2 は，重合版 ， 折 り紙 パ ン チ ，及 び乱文構成 との

問に有意な相関が あ り， こ の 尺度が なん らか の知的能

力因子 と関連 が深 い こ とを推測 さ せ る 。 た だ， こ の 結

果 に は 少な く と も 2 通 りの解釈 可能性が あ る 。 ひ と つ

は ， こ れ ら 3 っ の 下位検 査が ， 高次 の 推理能力を代表

して い る 可能性で あ る 。 重合版 や 折 り紙 パ ン チは空間

的因子 に ， ま た乱文構成 は言語 的因子 に属す る こ とが

仮定 さ れ て い る が ， そ れ と共に ， 高次 の 推理因子 に も

関与す る こ とが仮定さ れ て い る。言語 と空間 と い う異

な る特徴 を持 ちつ つ
， 推理能力 とい う点で 共通す る も

の が あ る と い う解釈で ある。 もうひ とつ の 解釈は ， こ

れ ら 3 つ の下位検査が，あ る種 の 空間能力を代表し て

い る可能性で あ る。本知能検査 悌 1版 〕 を標 準化 した

際の被験者群 に対する因子分析結果 値 交性単純 構造 ）で

は，こ れ ら 3 つ の 下位検査 が 共 に第 2 因子 に 高 い 負荷

を示 し て お り， そ の 因子 が 空間 的総合把握 因子 として

解釈 され て い る （倉石 ほか，1959；住田，1961）。 また ， 課題

は 異 な る が
，

3 段論法 の よ うな一
見言語的あ るい は継

次的情報処理 と考え ら れ る課題 で も， 被験者に よっ て

は ， 同時的な 情報処理 を代表す る因子 に高 い 負荷を 示

す こ とが あ る こ とが知 られ て い る 〔Das、　 Kirby，＆ jar・

man ，ユ975）。 SDQ −S が ，そ もそ も環境空間 内 で の行動を

問 う もの で あ り，
3 つ の 下位検査が ， 空間的な情報処

理能力 を共通 して 示す とす る解釈が ，よ りもっ ともら

し く思わ れ る 。

　 それ で は，な ぜ
， 尺度 2 で の み 空間能力 と の 関連が

み られた の で あ ろ うか 。 先述し た よ う に ，尺度 2 は ，

女子 の場合 ， 方位評定 に お い て 日常接す る機会の ある

地点 に 対 する推 測 と関連が深 か っ た 。つ ま り，尺度 2

は ， 尺 度 1 と較 べ て，実際 の 環境 空間認知 と関連が深

い と考え られ る。お そ ら く尺度 2 は ， 被験者が 環境空

間 と相互作用 す る際の有能感を よ り的確 に 測定 して お

り， そ う し た際に 発揮 さ れる空間能力 の 高低 が ， 有能

感に 反映 される の で あ ろうと推測 され る 。

　尺度の 信頼性に つ い て

　各尺度の信頼性に つ い て，内的整合性を示 す い くつ

か の 指標を示 した。一
応 ， 両尺度 と も ，

一
定 の 内的整

合性が あ る と い っ て よ い が ， 尺度 2 は，尺度 1 に較 べ

て ， 内的整合性が や や 低 い 点 が 指摘 さ れ る 。 因 子 分析
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で は
， 当初 4 つ の 因子 が 抽出さ れ た こ と な どか ら， 尺

度 2 は，い くつ か の 因子に分か れ る可能性 もあ る。

　な お
， 両尺度間の相関はか な P高 く（TABLE 　4），こ れ

は ， 尺 度の独立性 の観点か ら は好 ま し い 結果と は い え

な い
。 ただ， もともと質 問項 目 の 選定 の 際，方向感覚

の良否 を問う質問項目と相関の 強 い 項目を選ん で お り，

尺度間に
一

定 の 相関 が ある こ と は，当然 の 結果で もあ

る 。 方位評定や 人格特性 ， 知的能力 と い っ た他の 指標

との 関連 で は ， 2 つ の 尺 度は異な る結果 を示 し て い る

の で ，一応独立 し た 尺度 と して 扱 っ て よ い の で は な い

か と考 え られ る。

今後の課題

　本研究で は ， 方向感覚 を測定す る た め の 2 つ の 尺度

が 構成 さ れ ， 方位評定や Y − G 性格検査 、 及 び京大

NX ，，
一知能検査 と の関連か ら， 2 つ の尺度が相対的 に

独立 し た指標 と し て機能 して い る こ とが 見 い だ さ れ た 。

方向感覚を扱 っ た先行研究で は ， 谷 （1987）の もの を除

い て ， 単
一一

の 尺度で 方向感覚を測定し て い た。今後 は，

こ の 2 つ の 尺度 と被験者の 実際の 空間行動 と の 関連 に

つ い て ， データ を蓄積 して い く こ とが 求め ら れ よ う。

　 と こ ろで ， 今回 の調査で は ， 性格検査 や知 能検査 に

関す る結果 は，女子 の み の もの で あ り， ま た方位評定

も ， 被験者の
一

部の もの に つ い て の デ ータ で あ っ た 。

本来 は，全て の被験者 を対象 と し て ， 全 て の 課題 を実

施 した上，それ らを変数 と し た相関行列 に 基づ き因子

分析を す べ き で あ っ た が ， 今回 は条件 の 制約 が あ り，

で きな か っ た 。今後質問紙の改善を図る と きに は ，
こ

の点が 考慮 さ れ ね ば な ら な い だ ろ う 。

　 ま た ，質問紙の改善 を図 る に 当た っ て は， 以下 の よ

うな点 に つ い て も考慮が 必要で あ ろ う 。 例 え ば ， 第 1

因子 に負荷の 高 い 項 目が ， 1番 目 か ら 4 番 目まで 東西

南北 に 関す る意識を問う項目で 占め られ て い る の は，

単 に 意味内容 が 類似 して い る た め に 相関が 高 く な り ，

結果 と して 因子負荷 も高 くな っ た，とい う可能性 が あ

る。質問紙 を再構成す る際に は ， 項 目の 内容吟味 に ま

で 立ち入 る こ とが 必 要 とな っ て こ よ う 。
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