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資 料

共感経験尺度 （EES ）の妥当性
一 VTR を刺激 とした感情内容別検討

角　田 豊
’

VALIDITY 　 OF 　 EMPATHIC 　 EXPERIENCE 　 SCALE （EES ）
− An　examination 　of 　several 　feelings　by　VTR 　stimuli

Yutaka　KAKUTA

　　The 　Empathic 　Experience　Scale （EES ）is　a　questionnaire　constructed 　in　order 　to
measure 　empathy 　integrated　both　in　emotional 　and 　cognitive 　approach ．　 The 　purpose
of 　this　study 　is　to　examine 　the　construct 　validity 　of　the　EES ． 118　ma ｝e　university

students 　were 　asked 　to　answer 　the　EES ，　10　subjects 　were ．gelected 　from　the　higher
group 　and 　ll　from　the　lower　one ．　 The　responses 　of 　amplitude 　and 　heart　rate 　were

measured 　by　a　plethysmograph 　while 　watching 　a　video 　tape　of　a　child 　expressing

surprise ，　sorrow 口or 　joy．　 Then ，　they　were 　asked 　to　complete 　self −reports 　of　the　child ’

sfeehng 　and 　their　own 　feeling　concerning 　the　experiment ．　 The 　result 　was 　that　the
EES 　was 　related 　to　self

−
reports 　without 　showing 　positive　physiological　signs ．　 The

self
−
reports 　indicated　that　the　EES 　had　a　construct 　validity 　foT　positive　feel置ng 　of

others ，　but　in　the　case 　of　a　negative 　feeling，　empathy 　and 　sympathy 　were 　mixed ．
After 　discussion　about 　the　differences，　it　was 　suggested 　that 亡he　EES　would 　measure

latent　empathy 　with 　other
’
s　negative 　feelings，

　　Key 　words ：empathy ，　experience ，
　feeljng，　video 　tape ，　validity ．

問 題

　共感性 の 研 究は感情的 ア プ ロ ーチ と認知的ア プ ロ
ー

チ に 大別 さ れ る こ とが ， 多 くの 研究者 に よ っ て 指摘さ

れ て い る （Mehrabian ＆ Epstein、1972 ； Feshbach，1978 ；

Davis，1980；Barett−Lenard，1981 ；杉 山，1982　：　Gladstein，1983）。

前者 は ， 主体が客体 と 同 じ感情状 態 に な る こ とが共感

の指標 と な り， 後者は主体 が客体の 立場 に 立 っ こ と が

共感 の 指標 とな る 。 し か し ， 感情面 と 認知面 は相互 に

関連 をもち ，

一方の み で 共感を捉 え る こ と は不完全で

あ り，ま た 同
一

の 事 象 を異 な る 用 語で 説 明 し て い る

（Katz　I963）とも言わ れ ， 両側面を包括する定義 が必要

と さ れ て き て い る （Feshbach、197S ；Hoffman ，1981 ；杉 山，

拿
　　鳴尸『教育大学　　（Naruto　University　of　Education）

1982 ；渡辺 ・麓口，1986；浅川 ・松 岡，1987 ）。 そ の 中で ， 発達

的観点 に 立 っ た Feshbachや Hoffmall らの見解は ， 認

知的な共感の 捉え方 に ，感情 ・情動的反応を も含め た

統合的な もの とな っ て い る 。 つ ま り， 他者の パ ース ペ

ク テ ィ ブ や役割 を取 る と い っ た認知面 に ， 感情反応が

伴 っ て ， 共感が成立 す ると考え る の で ある 。 こ う した

共感の捉 え方 は ，従来の
一

面的な研究や，多面的 で あ っ

て も 「共感」 と し て の ま と まりを持た な い 研究 と は異

な り， 多面的 で か つ それ らを統合 し た 高次の 心的機能

が 必 要 とな る 現実 の共感 に 接近 し た捉 え方 と 言 え る 。

　杉山 （1982 ） に よ る と，共感 性の 測 定方法 に は， 

GSR ， 心拍数，容積脈波 な どの 生 理 的指標，  反応時

間 や反応強度な どの 行動指標 ，   面接や 質問紙 に 対 す

る応答な ど，意識的 な言語報告を指標 と する もの ，  

行動観察 や 反応 の評定な ど の 観察法 ， の 4種類に 大 ま
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か に 分類 さ れ る 。   に含 まれる質 問紙法で は，　Dymond

（1948，1949）の研究があ るが ， 彼女の 測定方法は予瀏的

尺度で あ り，主体 と客体の 評 定の
一

致度をも っ て共感

性の指標 と して い る。しか し，こ の よ うな測定法 に よ

る 共感性 は，一般化さ れ た静的 で 知 的 な過程 と言え ，

共感に必要な 自発性 や直接性に 欠け る ， と い っ た批判

が 見 ら れ る （鳴沢 1975＞。 Mehrabian＆ Epstein 〔1972）

は こ うし た 予測的尺度 の 批判
・検討か ら， 他 者 に 対す

る感情的な反応を測 定す る情 動的共感性尺度 を作成し

た 。
こ の 尺度は加藤 ・高木 （1980 ｝， 渡辺 ・瀧 口 〔19刪

に よ っ て 日本語版の 作成が試み られて い る 。 加藤 ・高

木は ， 独立 した と考 え ら れ る 3 つ の 下位 尺度q 感 情 的暖

か さ ，
2愿 情的 冷淡 さ．3．感 情的 被影 響性 ）を 因 子 分析か ら抽

出 して い る。1．は他者に対す る肯 定的 な感情反応 と芸

術に対す る感情移入傾 向 を，2．は他者に 対 す る否 定的

な感情反応あ る い は無関心な傾 向 を，3．は他者の感情

に 反応 し動揺す る傾向を測定す る もの で ある。渡辺
・

瀧口 も， ほ ぼ 同様の 3 因子 を認 め て い る 。
こ の情動的

共感 性尺度は．先述し た感情的 アプ ロ
ー

チ に 沿 っ た 内

容を持 つ が
， 必 ず し も共感的な体験 だ け で は な く同情

的 な態度 〔
“
私 は会計 事務 所 に勤務す る よ trも、社会 福祉 の 仕事

を す る 方 が よ い
”
）や 主体 の 能動的 な 共感 と は 言 えな い 内

容 （
“
まわ りの 人 が 神 経質 に な る と，私 も神 経 質 に な る

”
等 1が 混

在 し て お ワ，Mehrabian ＆ Epsteinの 原版 の よ う に
一

元尺度 と して 用 い るな らば ， 共感以外の 内容が そ こ に

含まれ て し ま う。 しか し， 加藤 ・高木の よ うに独立 し

た下位尺度 をもつ と考え た場合 は ， 確 か に 多面 的に 検

討す る こ と は 可能 だが ， 「感情的暖か さ」の高 い 人 は共

感性が 高 く，逆に 「感情的冷淡 さ」 の 高 い 入 は共感性

が低 い と明確 に 定義で き る と は言えず ， 共感 性の 指標

と し て は不十分な点 が ある。共感性 と他の 人格特性 ，

ある い は向社会行動や 援助行動 との 関連 を研究 し た り，

共感性の 発達過程 を研 究す る場台に は ， 基礎 的な共感

性 の 指標 の 確立 が 必要 と考 えられ る。

　 角田 （1991｝は，一元尺度 と して 共感 性を測 定で き る

質 問紙 を作成す る試み と し て ，共感経験尺度 Cempathic

experience 　scale ，略称 EES ）を開発 し た 。　 EES の 作成に あ

たっ て は，従来の研究の 批判 ・検討 か ら以下 の 5 つ の

観点を基本に置 い た 。   情動伝染 な ど受 動的で 他者理

解 に は 至 ら な い 内容を含 まな い 。  客体 （相手） と同様

の 感情体験 が な さ れ 撼 情 的 ア プ ロ
ーチ に 基 づ く）

， 態度 の

みを内容 と し な い
。   客体の 立場 に 立 つ （パ ース ペ ク テ ィ

ヴ・テ イ キ ン グ）視点を含む （認 知 的ア プ ロ
ー

チ に 基 づ く）。  

共感的な 内容は社会的 に 望 ま し い と考え ら れ ， 偽 りの

反応 が 生じ る可能性が あ る 。 そ の 効果 をで きる だ け除

くた め，過去の 経験 と い う制約を設け る 。   感情 の 種

類 僖 tS，悲 しみ 等）に幅を もた せ る 。
　 EES は考案さ れ た

24項 目を大学生 223人 （男 性 118人，女性 105 人） に 5件法

で 施行 し，上位 ・下位 分析 と因子 分析に よ っ て 選 ば れ

た20項 目か らな る 。 因子分析の結果 か ら は ， 次の よ う

な 3 因子構造 を持 つ こ と が 明 ら か と な っ た。第 1因子

は 「相 手 の 否定的な感情体験 に 対 す る 共感の 因子」 と

さ れ た （
“

悲 しん で い る相手 の 気持 を感 じ と ろ う と して．自分 も

そ の 人 の 悲 し さ を経 験 し た こ と が あ る
”
等 8 項 目）。 第 2 因子 は

逆転項目か らな り 「対人関係の保持の因子」 と さ れ た

（
“
相 手 の 気持 を感 じ と ろ うと した こ と は な い

”
等 7 項 目）。 第 3

因子は 「相手 の肯定的 な感情体験に 対す る共感 の 因 子 」

と さ れ た （
』
相 手が 何か を期待 し て い る ときに ，そ の わ くわ く し

た気 持 を感 じ と っ た こ とが あ る
”

等 5 項 日）
。

　 EES は先述 した情 動 的共感性尺度 日本語版 との 比

較 ・検討 が な さ れ ， 質問紙間 の 基準関連妥当性が高 く，

ま た ， よ り精細 な分析 の 結果 か ら ， 5 つ の襯点 を ほ ぼ

満 た す も の と考 え ら れ た。しか し，質問紙間の 比較の

み で は ，
EES が構成概念妥当性 を持 っ か は 明 ら か で な

い た め ， 他の 測定方法 と の 比 較が 必要 と考え られ る。

本研究 で は，実験条件を設定し被験者 の 言語報告 と生

理 的指標 （容 積脈 波と 心 拍数 〉か ら共感性を測定 し ，
EES

の 妥当性 ， 上 記の 観点 で は  〜  に つ い て検討す る。

　 共感 す る とい う こ と は ， 主体がそ の 体験 を意識的に

捉え う る現象で あ り，実験条件 の 中で 共感が生 じれ ば

被験者の言語報告に反映 さ れ る と考 え ら れ る 。 ま た ，

共感 は他者の 体験 を感 じ と る こ とで あ D ， 感情 反応が

起 こ る こ と は そ の 必要条件 と考 え られ る 。 し か し ， そ

れが生理 反応 に 直接反映す る か どうか は明 らか で な い
。

こ れ ま で の 生理的指標 を用 い た共感研究で は ， 主 に 実

験 条件 を操作す る こ と で ， 条件づ け と して の 共感的反

応 を 測定 して お り，共感性 の 個人差に っ い て の 研究 は

な さ れ て い な い
。 しか し，

そ の 実験結果を見る と， 共

感的反応が 生起す る で あ ろ う条件 に お い て ， 生理 反応

が 多 くみ られ る結果 もあ り 〔Berger ，　1962＞， 共感性 の 個

人差が 生理 反応に反映 され るか もしれ な い
。 本実験の

構成 に よ っ て ，量的に 測定さ れ る 感情反応 （生理 指標 ）

と ， 質的に 測定され る反応 信 語報告） と を比較す る こ

と が 可能 に な る と考え られ ， 異 な る視点か ら EES の 妥

当性を検討す る の が 目的 で あ る 。

方 法

　被験者

　男子大学生 118人 （平均 年齢 2  才）。EES を施行 し，高

得点者群 似 下 H 群 とす る ） か ら 10人 ， 低得点者群 似 下
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L群 と す る） か ら 11人 を対象とする 。

刺　激

教 育 心 理 学 研 究 第40巻 第 2 号

　 保育園 の 日常生活を録画し た ビ デ オ テ
ープ 駒 10時

間）か ら，   練習編（約 5分 間），   感情表現 編 （約 2 分闘 ×

3， 以上 4 本が編集・作成 され た 。 幼児を モ デ ル と する

理 由は ， 感情表出が豊か で 演技 に よる作 られた表現で

はな い こ と，ま た モ デル に対 す る被験 者の 好悪感情が

成人 の モ デル に比 べ 少な くな るで あろう ， とい う 2 点

か らで あ る 。   は，特定の 幼 児 を対象と せ ず，感情価

の低 い と思われ る シ ーン が選 ばれ た。構成は園庭 で の

遊 び ， 昼 食の用意 ， 昼寝の 終 了時 の 3 シ ー
ン か ら な る。

練習編 は，被験者が ビ デ オ に慣れ ， 保育 園 の 雰囲 気 を

知 る こ とが 目的 と さ れ た 。   の 感情表現編 は ，
a 驚 き，

b淋 し さ， c 喜び，の 3編 を作成 し た 。
　 a は

，
2 才半

の 男児 が まず何か を見 つ け だ し て歩 き出す。歩 く先に

水場が あ り，他児が 遊 ぶ 中へ
， 本児 も加 わ る 。 1 つ の

水道を自分 の もの に し ， 流れ る水 に 手 を差 し出す 。 水

しぶ きが顔 や手に か か り驚 く。栓 をい じる とさ らに 水

が強ま り，ま た しぶ きが か か っ て驚 く と い う内容 で あ

る。 b は ， 室内遊戯の 時間で， 7 ， 8人 の グル ープが

2組あ り， 交互に ピ ア ノ に 合 わ せ て走 り回 る 。 5才 の

女児 が 他 の グ ル ープ の 走 りを見 て い る。次 に本児の グ

ル
ー

プ の番 と な る が ，皆 は駆 け出す の に 本児だ け無表

情で椅子 に 座 っ た ままで あ る 。 他児が本児 の 側 を走 り

抜け ， 体が触 れ る こ と もある が，そ の ままで い る と い

う内容で ある 。
c は，同 じ く室 内遊戯の 時間 で，数人

が ピ ア ノ に合わせ て歌 う。 5才 の 女児が皆 の 手 を引 い

て 元気よ く歌 い ，思 わず近 くの 男児 に抱 き つ い て 踊 り

出す と い う内容 で あ る 。
a 〜 c は ， 各々 が 始 まる前 の

20秒問に ， 主人公 と な る幼児の 静止画が付 けられ た 。

　装　置

　カ ラーモ ニ ター （12型）， ビ デ オ テ
ープ レ コ ーダー

，

容積脈 波の 測定 に は，三 栄 測 器 製 反 射 型 ト ラ ン ス

ジ ュ
ーサ ー

と同社製 AC ポリグ ラ フ （TYPEIA12 − 14）が

用 い られた 。

　手　続

　被験者は個 別 に 実験室 に案内さ れ，安楽椅子 に 着席

す る 。 カ ラ ーモ ニ ターが 1．5m 離れ て設置 さ れ「これ か

ら保育園 の 子 どもの様子 を写 した ビデ オ を見 て もら い

ます。見 て い る間に あ な た の 心拍数を測定 し た い の で ，

こ の装置を付けて下 さい 」 と教示 の後 ， 被験者の左手

第二 指 に トラ ン ス ジ ュ
ーサ ーが 付け られ る。「こ れ か ら

子 ど も の 生活 し て い る様 子 を見 て もらい ま す 。 は じ め

の 5 分間は保育園 の 雰 囲気 に なれ て頂 くた め に，眺め

て い て 下 さ い 。 5分 た っ た ら私 僕 験 者 ） が 入 り ま す 」

と教示 を し ， 実験者は ビ デオ の ス イ ッ チ を入れ て 実験

室を退出 す る 。 練習編終了後， 実験者は再入室 し 「で

は次に 2 分 くらい の ビ デオ を 3 本見て もらい ます 。 今

度は 先程 とは 違 っ て ，

一
人 の 子 ど も に つ い て注目し て

ほ しい の で す 。 ど の 子 どもに注 目する か は ， ビ デオが

始 まる約20秒間前に ， そ の 子 ど もを静止画燥 で 映 し ま

す の で ， こ の 子 ど もだとい う こ とを確認し て お い て下

さ い 。 各 ビ デオが終わ り ま し た ら，簡単 な質問に答え

て 頂 き ま す 。 で は始め ます が
， あな た は 見て い る間 ，

そ の 子 ど もに な っ た つ も り で見て 下 さい 」 と教示 を与

え，被験者が教示 を 理解 したか
， 特に 「そ の 子 ども に

な っ た っ もりで 」 とい う点を被験者の 同意で確認 した

後，ビ デオ の ス イ ッ チ を入 れ 退 出す る。感情表現編 a

〜 c の それ ぞれが終わ る毎に実験者は 入室 し，質問用

紙を被験者に 渡 し， そ の場で 記述し て もらう。 質問項

目 は  被験 者の モ デ ル に 対す る同
一

化 と そ の 結果生 じ

る他者理解の 程度 を尋ね る 「こ の 子 ど も は，どん な気

持 ちを感 じ て い る と思 い ま す か 」と
，   モ デル に 対す

る被験者自身の 感情 ，
つ まり他者理解の 方向性 の 有無

を尋 ね る 「あなた 自身 は ， こ の 子 ど も に 対 して ど の よ

う に感 じ ま し た か 」 の 2 つ か らな る 。 生理反応に つ い

て は ， ビ デオ テ
ー

プ再生 中を す べ て 記録 す る。記録 は

紙送 り速度 0．7cm／sec ， 時定数 1．5秒で 行 っ た 。

結果の整理

　 自己記述の 評定

　（1）共感の 程 度 と，   モ デル に 対する好悪感，の 2 つ

の 観点 か ら評定が 行われ た 。 以下 に その 評定基準を述

べ る 。

　〈1｝は質 問項 目の     か ら渡部 （1963＞ を参考に して ，

ビ デ オ 中の幼児に 対す る共感 の程度 を分類 し た。分類

カ テ ゴ リー
は f知 的 レ ベ ル 」「同情的 レ ベ ル 」「共感的

レ ベ ル 」の 3 種類を設定 し た 。 「知的 レ ベ ル 」に は ，
ビ

デ オ 中の幼児 を外的な対 象との み 捉 え他人事 の よ う に

眺 め て い る反応 と， 知的な概念の枠 に は め込 もうとす

る反応が含まれ ， ビデ オ 中の 幼児 に 同
一

化 した感情体

験 の 記述が 見 ら れな い もの で あ る 。 「同情的 レ ペ ル 」

は，共有的な感情体験を して い る と考え られ る 記述 が

あ る が ，
ビ デ オ中 の 幼児をあ くま で 自分よ り劣 っ た「子

ど も」 と し て 捉 え ， 優劣の観点が 含まれ る反応 で ある 。

「共感 的 レ ベ ル 」は ， 同一化 した 感情体験 の 記述が見 ら

れ る も の の う ち
， 自己 の 感情 を客観化 し た反応 と， さ

らに 援助 行動 を示唆す る 反応が含 まれ る。

  は質問項 目の   の み か ら，ビ デ オ 中の 幼児 に 対 す

る被験 者 の 好 悪感 を分類 し た 。 分類カ テ ゴ リ
ー

は 「肯
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定的1 「中立 亅「否定的」の 3種類 を設 定 した。

　評定 は筆者 と心理学を専攻す る も う 1名 に よ っ て独

立 に 行 われ た。両 者 の
一

致率 は ， （1）が 81％で ，   が

85．7％ で あ っ た 。

一
致 が 見 られ な い 場 合は，分類基準

に つ い て 話 し合われ，再評 定を行 っ た 。

　生理反応の 処理

　容積脈 波 は情 動反応を反 映す る と さ れ て い る振輻 に

つ い て の処理 を行 う。 練習編 ・感 情表現編 は共 に 上映

時間の 終わ り 1分 間を処理 対象と し た 。 処理 方法は清

水 （1969）を参考に し ， 5秒 毎 の 最大波高を求め ， 振幅

12個 の 平均値 を算 出し た 。 さ ら に練習編の 平均値を ユ

と し ， 各感情表現編の相対的振幅を求め た 。 心拍数に

つ い て も，上 映時間の 終わ り 1分 間の 心拍数 を計算 し，

練習編 を基準 として ， そ の 絶対値の 増減を求め た 。

結 果

　1．　 自己記述 に つ い て

　EES の H ・L群 別 の 「共感の程度」に つ い て の 分類

度数 を TABLE　1に 示す。両 群間 の 差を見る た め ，　a 「驚

き」 と b 「淋 し さ」 の両剌激 に 対 す る 分類 に つ い て は

直接確率法 を用 い ， c 「喜び」 に対 し て は Yates の 修

正式を用 い て κ
2
検定を行 っ た。そ の 結果，a に は有意

差が見 られず ，
b に は有意差 が 見 ら れ た （p〈．05）。

　 b に

お け る差が どの 分類 に特徴的 で あ るか を見る た め ， さ

ら に 1 つ の 分類 と そ の 他の分類 と し て 2× 2分割 に し、

Yates の修正式 を用 い て κ
2
検定 を行 っ た結果 ， 「同情

的 レ ベ ル 」 が H 群 に多 い 傾向 が 見 られ た （κ
2＝382、df−

1，p く．10）。また c に は有意差が 見 ら れ （κ
2＝4．03，　df＝1，

p〈．05）， EES の H 群 は L群 よ り有意に f共感的 レ ベ ル 」

の 反 応が 多い こ と が 示 さ れ た 。

　次 に ， H ・L 群別 の 「モ デル に対す る好悪感」に つ

い て の 分類度数 を TABLE　2 に 示す。両群間 の 差を見 る

TABLE 　1 共感の程度に つ い て の 分類 度数

　 　 刺 激 a

知 的 同情的 共感 的

　 　 刺 激 b

知 的 同情 的 共 感 的

刺 激 ⊂

知 的 共 感 的

H 群

L 群

4　　　5　　　 1

6　　 3　 　 　 22

　 　 7　 　　 1

7　　 2　　　 24

　　　 610

　 　 　 1

TABLE 　2　好悪感 の 程度に つ い て の 分類 度数

　 刺 激 a

posi．　 n 巳 u 』 ega ．

　 刺 激 b

posi．　 neu ．　 nega ．

　 剌 激 c

posi，　 ne “．nega ．

H 君羊

L群

7　 　 2　　 1

4　 　 6　 　 18

　　 2　　 0

2　　 5　　 44

　　 64

　　 61

｝

1

ため に 直接確率法を用 い た結果 ， b に お い て 有意差が

見ら れ た （p〈．e5）。　 b に お け る差が ど の 分類 に特徴的で

あ るか を見 るため ， さ らに 1 つ の 分類 と そ の他 の 分類

と し て 2x2 分割に し ，
　Yatesの 修正式 を用 い て x2検定

を行 っ た結果 ，「肯定的」な態度が 有意に H 群 に 多 く見

られ た （X
：＝5．74，df＝1、　p〈．05）。

　2． 生理反応に つ い て

　容積脈波 ： H ・L群が 各刺 激 に 対 して ， 練習編 と比較

して 振幅 が い か に 変化 し た か ， そ の 平均値を TABLE 　3

に 示す 。 また ， 変化 の 絶対
　　　　　　　　　　　　 TABLE 　3　振幅の変化
値 をグラ フ に し た の が FIG・　　　　 の 平均値

1 で あ る 。 各R の 変 化 に つ

い て ，wilcoxon
’
ssign 　rank

検定を行 っ た 結果， a の H　

群， L 群 と c の L群 に有意
　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　

・●p〈，01　　　・
　p〈，05

な変化 が 見 ら れ た 。 振幅は

練習編に 比 べ て い ずれ も減少 して お り， 血管収縮反応

を示 し て い る 。 こ れ は ビ デオ を見 て い る被験者 に 何ら

か の†青動 が喚起 され た と考 え られ る 。

　心 拍数 ：容積脈波 と同様の 分析 を行 っ た結果 ，
a の

H 群 ，
L 群 に 心 拍 数 が 増 加 す る 傾 向 が 見 られ た

〔P＜．10＞0

　3． 自己記述 （共 感の 程度） と生理反応の 関係

　 H ・L群 に 関係 な く，自己記述 と生理 反応の 関係を

見た。 a 〜 c の 刺激毎に ， 各分類 カ テ ゴ リ
ーに 生理変

化が あ る か 。wilcoxon
’
s　sign 　rank 検定 を行 っ た 。 そ

の 結果を TABLE　4 に 示 す。　 a で は振幅減少が 「知的 レ

ベ ル 」「同情的 レ ベ ル 」に見 られ ， 心拍数 も両分 類 に お

い て増加 す る 傾向が認 め られ た 。 「共感的 レ ベ ル 」は度

数 が 少な い た め ， 検定が行 えなか っ た。 b で は い ずれ

の 分類 に も振幅 ・
心 拍共 に 変化は見 ら れ な か っ た 。

c

で は 「知 的 レ ベ ル 」に お い て振幅が 有意に 減少 し，「共

感 的 レ ベ ル 」で は変化が見 られ な か っ た 。

　 　 　 　 a 　　　　　　 b　　　　　　 c

FIG．1 振幅の 変化 の 平均値 （絶 対値 ）
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TABLE 　4 自己記述 と生理反応の 結 果 （wilc 。 x。 囗

’
s

sign 　rank 検定の 結果）

a b C

振幅 IIR 振幅 HR 振幅 HR

知 　的

同情的

共感的

o　●●

88

零

寧
n．S、

n．s．

n．s．

n．Sn

、S．

n．S．

ひ●　拿

n．S．

n ．s．

n．s．
・ウ■pく．01　　　iip 〈G5　　　。p く、10

考 察

　 1．　 自己記述 につ い て

　EES 得点 の H ・L群 と自己記述の 関係を見 る と，刺

激 b ，
C に つ い て は両群 間 に 「共感 の程度」 と 「モ デ

ル に 対 する好悪感 」に有意差が見 られ ，a に は差が 見

られ な か っ た 。 こ の 理 由 と し て は
， 刺 激 b

，
c の 内容

が他児 との 関係 の 中 で の 主人公 の感情表現で ある の に

対 し，
a で は 主 人 公 で あ る 幼児 の

一
人 遊 び が 中心 で ，

そ の感情表現 も水 に 対 す る感覚的な レ ベ ル の もの で あ

る こ とが あげ られ る 。 EES は そ の 内容が対人関係 レ ベ

ル の感情 を扱 っ て お り，感 覚 レ ベ ル の 感情で あ る刺激

a と は 関連が 見 出 せ な か っ た もの と思わ れ る 。

　「共感 の程度」に つ い て は C に お い て 有 意差 が 見 ら

れ ， b に は見 られ な か っ た。　 b で は 「同情的 レ ベ ル 」

に 有意差 が 表 わ れ ， ま た 「モ デ ル に対す る好悪感」 に

も差 が 見ら れ た 。 EES は作 成時 の 観 点   に あ る よ う

に，客体 （相手） と 同様の 感情体験が な され ， 態度 の み

を そ の 内容 と し な い 構成に な っ て い る。 こ れ は共感体

験と ， 優劣の 関係をその 背景 に もつ 同情 ある い は同情

的態度 と を識別 しよう と の 意 図か らで あ る が ， 本結果

か ら は そ の識別が 容易で は な い こ と を示 して い る。 c

の よ うな客体の肯定的 な感情表現 に つ い て は 問題 は な

い と言 え る 。 なぜ な ら 「同情」は他者の喜び の気持 に

は 生 じ な い か ら で ある。そ うで は な く
一

般 に 同情 の対

象 と な る他者 の 「悲 し み 」「苦 しみ 」と い っ た否定的な

感情表現 喇 激 b ）の場合， 相手の感情 を共有 し他者理

解の 方向性を持ち なが ら も，そ の 主体 の体験 が客体（相

手）の 理解 に 至 らな い 場合が考え られ る の で ある 。 角田

（1991 ）が他の共感性質問紙 と比較 ・検討 したよ う に ，

EES は，質問紙 レ ベ ル で は 態度 として の同情 を識別 し

うる と言 え る の だが ， 本研究 の よ うに他の 測定方法を

用 い た 結果を見る と，共感 と同情が 混在 し て い る面 が

うか が われ る。 こ の 点 を明確 に す る た め に ， 態度と し

て の 同情 と， 体験 と し て の 同情を区別 し て 考 え る 必要

が あ る と思わ れ る 。 厳密に 表現す るな ら， 同情的態度

と共有体験 に 基 づ く同情の 区別 と言え る 。

　共感の プ ロ セ ス を考える際 ， まず必要 な の は バ ラ ン

ス の とれ た自他 の 区別が確立 され て い る こ とで ある、

こ こ で 言 う自他の 区別 とは ， 乳幼児期的な レ ベ ル で の

自己 と他者 の 分離は踏まえた上 で の ， 青年期的な心性

と して の 意味で あ る 。 青年期 は
， 第 二 次性徴を始 ま り

と す る身体的 ・心理的な 自己 へ の 関心が高 ま る時期 で

あ る 。 し た が っ て ， 他者と の 関わ りに お け る 主体の感

情面 ， 認知面 は，自己中心的 な視点か ら捉え られ る傾

向をもつ もの と思わ れ る 。 共感 に は，他者 の パ ース ペ

ク テ ィ ヴ を取 っ た り，役割取得能力 が機能す る こ と （認

知的 ア プ ロ
ー

チ 〉と，その
一

方 で ， 自己 と他者 の
一時的な

融合状 態が必 要 と な る 憾 情 的 ア プ ロ
ー

チ ）。こ の 2 つ の側

面が統合的に機能す る こ とで 共感が生 じ る と考え られ

る が ，そ の 前段 階と し て ， 2 つ の あ り方 を想定 で きる

よ うに 思わ れ る。 1 つ は，認知 面が 自己中心的な場合

で あ り，もう 1っ は感情面 の捉 え方が 自己中心的な場

合で あ る 。 前者は ， 他者の パ ー
ス ペ クテ ィ ヴに 立 つ こ

と自体が 不可能で あ り，共感 の 可能性 は低い
。 そ れ に

対 して 後者 は ， 他者の パ ー
ス ペ ク テ ィ ヴ は あ る程度取

れ ， 共有体験 も生じ る の で あ るが
， そ の体験 を他者理

解 の 方向で 捉 え る こ とが で き ず ， 共感 と し て は 不十分

な の で あ る 。 後者に つ い て は，未熟 な共感性 と呼 ぶ こ

と が で き る の で は な い だ ろうか 。本研究 で 述 べ た 同情

は こ の 後者の段階に位置づ け ら れ る よ う に 思われ る。

Piaget（1964，や Elkind （ig67）らが 言 うように ， 青年期

で は脱中心化が 発達的 に 1 つ の テ ーマ と な る 。 同情 の

場合 ， 主体は あ る程度共感性を機能 させ るが，自己 中

心的な段階か ら抜け切れ て い な い ため に ，他者理解 へ

と向か う こ と は で きず ， 主体に 生 じ た共有感情を自己

に引 き寄せ て 握え る も の と思われ る。しか し， 主体 の

自己 知覚 と し て は，同情 の 段階 で も， 共有体験が な さ

れ て い る こ とか ら ， 共・感 し た と知覚さ れ て し まうの で

は な い だ ろ うか 。

　 こ の よ う に 見 ると，EES は体験 を伴わ な い 同情的態

度 は識別 しう る が ， 共有体験を ， 共感 と し て捉え られ

て い る か ， ある い は 同情 と して 捉え られ て い る か の 識

別 は 不十分 と言 える。EES の 妥当性 と し て み る と，客

体 の 否定的な感情に対す る 場合は十分 と は 言 えず ， 未

熟な 共感性 も そ こ に 含 まれて しまう。現段 階で 言え る

こ と は，共 有体験 をして い る と考えられ る点で，潜在

的な共感性 は測定さ れ て い る と い う こ と で ある。一一
方 ，

よ り共感が 明確な客体の 肯定的 な感情に対 して は ， 妥

当性 を持 っ もの と 思 わ れ る 。
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　2． 生理反応に つ い て

　生理反応 の 結果 か ら，刺激 a に つ い て は H ・L 群 い

ずれ も，また EES と は無関係に み た分類毎 の 結果 か ら

も， 容積脈波の振幅 と心拍数 に 変化が み られ た 。 容積

脈波 の 振幅が減少し た こ と は血管収縮反応 で あ り， 心

拍数 の 増加 す る傾 向 と共 に ，何 ら か の情動が喚起 さ れ

た と考える こ と が で き る 。 しか し，
こ う し た 生理的 な

変化 は ，
a に お ける 自己記述 に 差が なか っ た こ と か ら ，

記述内容と の 関連は な い と言える。む し ろ， a に お け

る生 理的変化 は，刺激の 性質に よ る もの で あ ろ う。 a

と b ，
c の相違点は ， 感覚的な 内容 の も の と，対人場

面 的 な もの と考え る こ と が で き ，
a で得 られた変化 は

ビ デオ 中の 子 ど もが 手 に 水を当て，そ の感触に繰 り返

し驚 く と い う内容に あっ た と考 えられ る。した が っ て，

生理的指標は従 来実験 心理学的方法で行 わ れ て きた ，

感覚的な感情 レ ベ ル の共感的反応 の 測定 に 適 して い る

ように 思 われ る。

　 c の L 群 に お い て は ， 容積脈 波 の 振幅 に 変化が み ら

れた が
，

一
方 自己記述に つ い て の結果 は ， 先 に 見 たと

お りH 群が L 群 よ り も有意に 「共感的 レ ベ ル 」 の 反応

が多 い とい う もの で あ る 。 し た が っ て
，

L 群 に は 「知

的 レ ベ ル 」の 反応 が 多い わ け で，こ の カ テ ゴ リーの 被

験 者 に 情動反応が生起 した こ と に な り，

一一
見矛盾 し た

結果 と言 え る 。 ビ デ オ 刺激の 内容 を見 ると，主人公 と

な る 子 ど もは 音楽 に あわ せ て 踊 り，歌 っ て い る 。 また ，

歌 う際 は 側 の 男児に抱 き つ くな ど ， 運 動的要素 が 多分

に 見 られ る。 a で 見 た よ うに 生理反応が感覚的 な刺激

を反映す る の な ら ば ，
H 群 も当然高 く な る は ず で あ る

か ら， こ の 場合 は
一

概に運動的要素に 帰 す る こ とはで

き な い
。

L 群 の 「知的 レ ベ ル 」 の 反応 内容 を 見 る と ，

ビ デ オ 中の 子 ど も に対 して 客 観的 ， 説明的で あ D，そ

の 態度 は「中立的 」な の だ が ， 「よ い 」と述 べ る反面 「で

し ゃ ば っ て い る」「や りす ぎて い る 」と い っ た 記述が 見

られ，不快感 を抱 い て い る こ とが推 測 され る。こ うし

た他者の 肯定 的 な感情 表出 に 嫌悪 感を持 つ 傾 向 は ，

EES と は無関係に見た結果 に も表 われ て い る 。 「知的

レ ベ ル 」 の 被験者 は，他者の肯定的な感情表 出 に 否定

的な情動反応 をす るが ，そ の 反応 は 自己記述の段階で

は直接的に 表現さ れ る こ とな く， 知的 な統制 を受け て

表現 され るた め に ，情緒的に 中立 の 印象を与 え る と考

え られ る 。
つ ま り， 知的 な外界 へ の 反応様式の 背景に

衝動 的な側面 が あ る と思 わ れ る の で あ る。EES の 妥当

性 と して み る と，他者 の 肯定感情 に対 し て ， EES の 低

得点者は 殆 ど 共感 で き て い ない と言 え，む し ろ情動的

に 強い 否定感情 を抱 い て い る 。

　3．　 まとめ

　本研究で は，EES の 構成概念妥当性 を検討す るため

に ，
ビ デ オ 録画され た 幼児の感情表出 を刺激 と し て，

自己記述 と生理反応か ら共感性の測定 を試み た 。 EES

と の関連が み ら れ た の は ， 自己記述 で あ っ た 。生理 反

応 は ，
EES と肯定的 な関連 は み ら れ な か っ た 。

つ ま

り ， EES の 測定す る 共感は他者の 感情 を量的 に で は な

く， 質的 に 共有し理 解す る側面が強い と考え られ る。

こ の 点は ， 共感現 象 を考 え て い く上 で 1つ の視点を与

え るもの と思わ れ る 。

　次 に 客体 （他者）の感情状態 を，否定的な もの と肯定

的 な もの に分け て 考 え た場合 ， 肯定的 な内容 （例 え ば他

者 の 喜び）に 共感す る点で ， EES は妥当性 を持 つ と考え

られ た 。 し か し ， 否 定的 な感 情 内容 〔他者 の悲 しみ ）に共

感 す る点 で ， EES に は 不 十分な点が み られ た。作成時

の 観点に あ る よ う に ， 共有体験 を伴わ な い 態度の レ ベ

ル の 反応 は EES に反映 され な い と思われ るが ，体験が

共感に 至 らず同情 に なる場 合は，EES に反映 さ れ る の

で ある。こ れ は共感 と同情の 区別 の 難 しさ を表 わ し て

お り， 同情的反応は未熟 な共感性 と考え られ た 。

　作成時の 観点 に 照 ら し て み る と，  の 客体 と同様 の

感情体 験 に つ い て は EES は そ の 条件を満 たす と考 え

ら れ る。 しか し，観点の   と  に つ い て は ， 感情の 内

容 に よ っ て ， 客体の 立場 に 立 と う と す る も他 者 理 解 に

至 らな い 場合 も含 ま れ る た め ， EES はそれ らの 条件 を

十分に満た す と は言え な い 。

　 と こ ろ で ， 共感 と同情の 区別 と い っ た以上 の ような

結果 が 得 られた の は，本研究が感情 内容を肯定的な も

の と 否 定的な も の に 分 け て い る か ら で あ り，従来 多

か っ た否 定的な感情 の み を扱 っ た共感研究 で は見逃 さ

れ が ち な点で あ っ た と思 わ れ る。刺激を感情内容 で 区

別 す る こ と に よ っ て ，同じ 朋 S 得点 の 高 い 主体 で あ っ

て も同情的 で あ っ た り，共感的で あ っ た りす る 点 が示

さ れ た が ， こ の こ と は両過程の 類似 性を示す と共 に 共

感性 そ の もの が 流動的な性質を持 つ こ と を示 して い る

と も考え られ る 。 した が っ て ，EES に 同情的側面が反

映さ れ る点は，こ う した共感能力 の 流動性 を示 し て い

る と考 える こ と もで き る 。 ま た ， 向社会行動 の 動機 づ

け と して 考え る 場合に ， 共感性 が 動機づ け と し て 機能

す る立場 の 研 究者 と否 定的な 立場 の 研 究者 が ある 舩

崎 ・浜崎 】990）が ，
こ うした相違 は ， 共感性の 測定に 共

感 と同情が混在 しやす く， そ の 区別 を し な い ま ま研究

を進 め て い るた め に 生 じ た と考 え る こ と もで きる 。

　 本研究 の 結果 か ら，EES は ，

一
元尺度 と し て 用 い る

場合 は，否定感情 に 対 す る潜在 的共感性 が含 ま れ る点
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を考慮 に 入れ る 必要が ある 。 当初の 目的は ，

一
元尺度

の構成で あ っ た が ， 上記の 結果 を鑑 み ると，自他 の 分

化度を測定で き る指標 を加 え る 必要が あ り ， ま た 因子

別の 検討 も必要と思われ る。今後さらに 妥当性 を高め

る方向で 研 究が 求 め ら れ る 。
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