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資 　料

時間次元 に お け る諸 自己像の 関連性 と自我同
一

性 レ ヴ ェ ル

杉　 山 成
1

RELATIONSHIPBETWEEN 　 BOTH 　 THE 　 SELF −IMAGE 　 ON 　 THE 　 TIME

　　　　 AND 　 THE 　EGO −IDENTITY 　LEVEL

DIMENSIONS

Shigeru　SUGIYAMA

　　The 　purpose 　of　the　present　study 　was 　to　examine 　the　relationship 　among 　self
−
lmages 　in　the　past，　the　present　and 　the　future　related 　to　the　ego −identity　achievement
IeveL　Identity−cenfusion 　questionnaire （Sunada，1979＞ and 　 Self−Differential　Scale
（Nagashima 　et．　aL ，1967） were 　administered 　to　205　university 　studen 〔s，｛n　order 　to
measure

“
the　ego 　identity　achievement 　Ievel”and

邑’
the　inlages　of　past

−
self，　present

−seユf　and 　future−self （ideal−self　and 　predicted
．
self　were 　measured 　as 　future　self ）

”．
Regressien　analysis 　was 　apPlied 　tG　the　data　bet、、・een 　identity−confusion 　of 　High　and

Low 　group ．　 The　main 　findings　were 　as 　folk冫ws ： （1）The 　itlfiuellce　of 　past
−
self　upon

present
−
se ！fwas　stronger 　in　the　identity　confusion 　L〔〕wgroup 　tllan　inthe　High　group ；

（2＞The 　influences　of 　past
−
self 　and 　present−se1負 1pon 　predicted −

self 　was 　stronger 　in　the
identity−confusion 　Low 　group 　than 　in　the　High　group ； and （3）When 　the　dependent
variable 　was 　idea1−sel £ the　multiple 　correlation 　coefficient 　was 　considerably 　low．

　　Key 　words ：past
−
seIf，　present−self 、　predicted −self，　ideaI−sdf ，　identity−c ｛mfusion 、

問 題

　時間的展望 （time 　perspective 〕 と は，そ の 時 ， そ の 時

に お け る個人 の未来 に つ い て の 見 方 ， 経験 ， お よ び 過

去に つ い て の 見方 の 総体で あ る （Lewin，1951）。　 Lewin

〔1942）は ， 場 の 理論 の 中で 時間的展望 を生活空間 を成

り立 た せ て い る 重要 な
一．一

面 と し て位 置づ け ， 個人 の 生

活空間 が 現 在 だけ で な く， 未来や 過去 を もそ の中に 含

ん で い る と し ， 集団 や 個人 の 行動 ， 及 び適応に 影響を

与え る も の と考 えた。そ の後 ， 時間的展望 と社会階層

や パ ー
ソ ナ 1丿テ ィ 指標 と の 関連が 多くの 研 究者 に よ っ

て検討 され て い る 。

　時間的展望 の 研究対 象 に は ， 「extension ：概念化 さ

れ た将 来 の 時間的範囲 の 長 さ 」，「density：個人 が 未来

に 予想す る出来事や，経験 の 数」な ど の 認知的な 側 面

立 教大 学文 学研究 科 （Rikk．vo 　University）

に 属 す る概念や，「directi〔mality ： 現在 の 瞬間か ら未

来 へ と移行 す る感覚」，lpersonal　time 　perspective ：

現在 と 過去 ， 現在 と未 来 との 間の 主観的評価の 差」 と

い っ た情緒的な側面 に属す る概念が 考え られ る 梛 筑

］982）。そ して ， その 情緒的な 側面 の 1 つ に時問的関連

性 ，
お よび時間的連続

一
不連続性の概念が あ る。

　時間的関連性 と は ， 過去 ， 現在，未来 が ど の程度関

連性 を もっ て と ら え ら れ ，か つ 統合さ れ て い る か （C 。t．

tle．1967） と い う概念 で あ り，
　 Cottle＆ Pleck （1969 ）

は， こ の 指標 と 顕現姓不 安，達成動機 と い っ た 領域 と

の 関連 性 を確 認 し て い る。

　ま た ，時間的連続性
一

不連続性 と い う概念 も時間的

関連性 と ほ ぼ 同じ内容を扱 っ て い る と考 え る こ と が で

きる。少年鑑 別所に 入所 して い る非行少年 の 時間 的展

望 を検討 し た勝俣 ・篠原 ・村上 〔1982） は
， 非行少年に

お ける時間 の 不連続性 と い う特徴 に つ い て言及 し，非

行少 年 は ， 過 去，現在，未来 を不連続な もの と して と
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らえる傾 向が あ るため に ， 現実 の 行動 と未来 と を切 り

離 し て 受 け と め て い る 可能性が あ る と指摘 し て い る 。

杉山 ・神田 （1991） も，対照群よ りも非行少年の 過 去 ，

現在 ， 未 来 の 評価 の 関連性 が 低 い と い う傾 向を確認 し

て い る 。

　一・
方，自己 の 生 湃発達的 な観点か ら Erikson 〔1959）

は ， 青年期を 「自我同
一

性対同
一

性拡散」の 危機の 時

期 と し，自己 の 連続性 な い し
一

貫性，す な わ ち 自分が

歴史的に ど の よ う に育 っ て き たか ， また ， 現在が 自分

の 過 去 に し っ か り根 ざ し て い る こ と に 確信が も て る か

ど うか と い う感覚 を 自我同
一

性形成 の 重 要な心理 的要

件 と し て と ら え た 。 さ ら に，人生 目標 を は じ め と す る

自己 の 「未来 」は， こ の 確信 の 上 に 立 っ て ，は っ き り

と 具体性 を持 っ て 現 実的な も の と な りう る と し ， 個人

の 自我 同
一

性 の 達成が 時間的関連性 の 認知 を前提 に 成

立す る こ と を示 し て い る 。
こ う し た見解 か ら は

， 時間

的関連性 ま た は 時間的連続一
不連続 と い う概念が ， 特

に 青年期に お い て ， 自我同
一

性 と 深 い 関わ りを持 っ こ

とが 予想 され る。

　都 筑 （1993 ）は ， そ う し た 時 間的関連性 と Marcia （1966）

の 自我 同
一

性 地位 と の 関連性に つ い て検討 し た 。 時問

的関連性 の 測定 に は ，Cottle（1967） の サ ークル
・テ ス

トが 使用 さ れ ， 過去 ・現在 ・未来 の 3 つ の 円 の 重 な り

の パ タ
ー

ン が そ の 指標 と さ れ た。 4 つ の 自我同 性 地

位を比較 し た 結果 ， 同
一

性達成地 位 と積 極 的 モ ラ ト リ

ア ム に い る個人 が ， 他の他位の 幗人 よ り も ， よ り統合

した形 で 3 つ の 円 を描 くこ と が 示 さ れ ，自我同
一

性地

位 と時間的関連性 との 関連 性が確認 された。しか し，

サ ーク ル
・テ ス ト とい う手法は，そ の 性質上 ， 各 時問

次元 の 関連性 に 関す るカ テ ゴ リ カ ル な デ ータ （3 っ の 冂

が 互 い に 接 して い るか ／ 内包 され て い る か ／離れ て い る か 等）し

か 得 られず，関連 の 大 き さ や Eriksen の指摘す る よ う

な関連 の 方 向性に つ い て は検討 す る こ と が で きな い と

い う限界が あ る 。

　 そ こ で ， 本研 究 で は個 人 の 時間次元 に お け る 自己概

念 と い う観点 か ら， 個人 の 過去 ・現在 ・未来 の 時間次

元 の 関連性 の 大 き さ や 方向性 に つ い て検討 す る こ と を

目的 とす る。

　 自己概念 と は ， 自分 自身 に つ い て の 意識 や 記 憶，感

情 や価値 づ け等 々 か らなる構造 的 ゲ シ ュ タ ル トで あり ，

そ の 時 々 の 自己意識 をそ の 土台 に お い て 支え，枠づ け

て い るもの （梶 凪 19B8 ）で あ る 。 そ こ に は 主要な要素 と

して，他者 か らみ た自己像 や，過去の 自己像 ， 自己 の

可能性 や 未来 の 自己像 な ど と い っ た多面的な 数多 くの

イ メ ージ が 含 ま れ て い る 。 そ し て ， そ れ ら の イ メ
ー

ジ

が 現実の 自己橡 と の 間で ダ イ ナ ミ ッ ク な相互 関連 を持

つ こ と で ， 新た な現実 自己が形成 され た り，新 たな行

動 へ の モ テ ィ ベ ー
シ ョ ン が 生 じる と考え ら れ る 。 すで

に 述べ た よ う に，Erikson〔1959 〕は ， そ う した自己像 の

関連性 に つ い て ，過去 の 自己 と現在の 自己 の連続性を

確信す る こ と が 自我同
一

性 の 形成 の 重要 な要 因 で あ り，

それが達成 され る こ とに よ っ て 未来 に 対 す る展望 も ま

た 具体性 をも ち現実的な存在に な る こ とを指摘 して い

る。こ の Erikson の 見 解か ら は，自我同一性の レ ヴ ェ

ル が上 昇す る に つ れ て ， 現実 の 自己 の 形成 に お い て 過

去 の 自己 像 が 重 要 に な り，未来の 自己 像が 過 去 や 現 在

の 自己 の イ メ
ージ に 基 づ くも の に な っ て い くこ と が考

え られ る 。 よ っ て 以下 の 仮説を設定 した。すな わち ，

「青 年期 に お け る個人 の 現在 の 自己 は過去 の 自己 に規

定さ れ ，

一
方 ， 未来 の 自己 は過 去 と現在 の 自己 に 規定

さ れ て い る で あ ろ う 。 そ し て ， そ う し た 諸自己像の 関

連 の 強 さは自我 同
一

性 の レ ヴ ェ ル と関係 が あ り，自我

同
一

性 が 混乱 し て い る個人 よ り も ， 自我 同
一

性確 立 の

レ ヴ ェ ル の高 い 個人 に お い て 諸 自己豫 の 関連性 は強 い

で あ ろ う」 と い うもの で あ る 。 本研究 で は自我 同
一

性

レ ヴ ェ ル の 高 ・低群 に お ける過去 ・現 在 ・未来 に お け

る 自己 の 認知 像を測定 し て パ ス 解折 を行 い
， 現 在 の 自

己 に 及 ぼ す 過 去 の 自己 の 影響力 ， ま た未来の 自己 に 及

ぼ す過 去 ・現在 の 自己 の 影響 力 をそれぞれ検討 す る 。

ま た ， 両群 に お け る諸 自己像間の相関係数 の検定 を行

う こ と に よ っ て ，こ の 青年期の 自己 の 時間的関連性 に

関す る 仮 説に つ い て 検 討 す る。

　 と こ ろ で ， こ の時間次元 に お け る諸 自己 に 関 し て考

えた場合 ，「過去 の 自己像」，「現在の 自己像」， 「未来の

自己像」の 3 つ が想 定 さ れ る。「過去 の 自己像 」は 過去

の 自分 が ど ん な 人 間だ っ た か と い う自己認知 を反映 し ，

「現在の 自己 」は 現在 ， 自分 を ど ん な人間 と 思 っ て い る

か と い う自己認知 を反映す る 。

一
方 ， 「未来 の 自己」は

個 人 に と っ て 唯一未 だ経験の な い 自己 で あ り，そ れ ゆ

え ， そ の 像 は願 望 として の 自己や ， 現実 的な予想 と し

て の 自己 な ど の混在 し た も の と な っ て い る こ と が予想

さ れ る。 こ うした 「な りた い 」 とい う願望 と し て の 理

想の 自己 と ， 現実 の 連続 と して の 「こ うな っ て い る で

あ ろ う」 と い う予想 の 自己 と は，同 じ未来 に 属す る 自

己 で あ り なが ら性質 ， 特 に 現 実 の レ ヴ ェ ル が 異 な る の

で は な い か と考 え られ る 。 そ こ で ， 本研 究 で は前者 を

「理 想 自己」，後者 を 「予想 自己 」と し て と ら え ， 別々

に測定を行 う こ と とす る e
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方 法

教 育 心 理 学 研 究 第 42巻 第 2号

　 被験者 ・調査手続

　 被験者 は大学生 205名 〔男性 97名，女性 108名） で あ る 。

年齢は 18才か ら23才 で あ り， 平均年齢 は 19．8才 。 ユ992

年 8 月中 の 授業中に質問紙 を配布 し，90分 の 授 業時間

内 に す べ て の項目 に つ い て 回答 させ た 。

　 質問項目

｛／） 諸 自己像の 測定お よ び それ らの 配置

　 長 島 ・ 藤原 ・原野 ・斉藤 ・堀 （1967） の セ ル フ ・デ ィ

フ ァ レ ン シ ャ ル 尺度を応用 し ， 過去 ・現在 ・理 想 ・予

想 の 自 己橡 を測定 し た 。形容 詞 対 は 12対 で ， 長 島 ら

　〔1967） の 大学生 で 得 ら れ た 6 つ の 因子 の それ ぞれ か

ら，因子負荷量 の 大 き い も の を と り， 7 件法 で 評定 さ

せ た e 因子 と そ の 項 目 は以 下の よ うな も の で あ る。向

性（外向的な
一

内向的 な，お しゃ べ りな一無 口 な ），情 緒安定性

　〔丸 い
．一

角 の あ る、暖 か い
一一

冷 た い ）
， 強靱性 （臆 病 な

一
勇敢な，

弱 々 しい 一
た くま し い ）t 誠実性 （誠実 な一不誠 実 な，ま じ め な

一
ふ ま じめ な），過敏性 緻 感 な

一
鈍 感 な．安 定 な一不 安 定 な ｝

，

理知性 ｛理 性的な　感 情 的 な，冷 静 な　情 熱的 な ）。

　 手順 として は ， まず 「過去 の 自己」「現在 の 自己」「理

想 の 自 己」 と い う コ ン セ プ トを与 え ， そ れ に つ い て 評

定 さ せ た。そ の後 ， そ れ ら の存在す る年齢 の 記述 を求

め た。こ の よ う に 「諸 自己 像 の 存在時期」 を確認 し た

上 で ， 「さ て ， こ こ まで 「理想の 自己 jに つ い て の 特徴

と，そ れ の 人生 ヒの 位置 に っ い て答え て も ら い ま し た。

そ れ で は ， そ の 「理想 の 自己」 の 時期 に ， あ な た は実

際に は ど うい う人間 に な っ て い る と思 い ま す か 。そ の

「予想 の 自己」 に つ い て お答 え くだ さ い 亅 と い う教示

を与え ， 予想の 自己像 に つ い て の 評定を さ せ た。こ う

し た手法を と っ た の は 理想 の 自己 と そ れ と 同 じ時期 に

存 在す る予想の 自己 との 相違を被験 者 に 明確 に意識 さ

せ る必要が あ っ た ためで ある 。

　な お ，被験者 が 調査 者側の 意図 を読み と っ て 意識的

に 評 定を調整 す る こ と を防 ぐため に ， 諸 自己燥 の 評定

の際 に は， 4 枚 の A4 用紙 に 自己像の評定尺度を 1 つ

ず つ 配 置 し， さ らに ， 自己像ご と に 形容詞 の 順 序 と方

向 を ラ ン ダ ム に し た。

（2） 自我同
一

性 レ ヴ ェ ル の 測定

　砂 田 （1979）の 同
一

性混乱尺度 を用 い た。 こ れ は東 大

式 パ ーソ ナ リ テ ィ 検 査 ，
YG

，
　MMPI

，
　Erikson の著作

を参考に して 作 られ て い る 。 34項 目で構成 さ れ ， 5 つ

の 下位概念 塒 問的 展望 混乱，自意 識過剰，役 割固 着 ，労 働麻 痺，

同
・
性 混 乱 両性 的混 乱．価値混 乱）に 分 か れ て い る 。 回答 は

3件法で，同
一

姓混乱 の 方向を示 して い る 選 択肢 の 反

応 を 2点 ， 「ど ち ら で もな い 」を 1 点 ， 逆方向を 0 点 と

し て点数化 を行 っ た 。

結 果

　 項 目分析

　 まず，理想 の 自己 と予 想 の 自己 を未来 の 自己 と定義

した の で ， そ れ を「諸 自己像の存在時期」の対比 に よ っ

て確認 した 。 そ の 結果 ， 過去の 自己 の 年齢 は 平均 で 約

14．6才 （標準 偏 差 3．58），現 在 の 自己 の 年齢の 平均 は 約

19．8才 （標準 偏差 ユ．53）
， 理想 ・予想自己 の 年齢 の 平均 は

約31．3才 （標 準 偏差 8，52）で あ っ た
。 各ケ ース ご と に 調 べ

た結果 ， 理想 ・
予想自己 の 年齢が ， 現在の 自己 の 年齢

以下 とい うケ ー
ス が男性に お い て 2件だけあ っ た の で ，

そ の 2 ケ ース は以 下 の 分析 か ら除 い た 。 よ っ て ，以下

の 分析 は 203名が 対 象に な っ て い る 。

　過去 ・現在 ・理想 ・予 想 に お け る 自己概念の セ ル フ ・

デ ィ フ ァ レ ン シ ャ ル 尺度 は 2 項 目ずつ の 6 因子 で構成

さ れ て い る の で ，そ の 2項 目ず つ の 相関係数を算出 し

た と こ ろ ， ど の 時間次 元 に お い て も過敏性の 因子 に お

い て の み 項 目間 の 相関 が 1％水準 で 有意 で は な く， 他

の 因子 に 比 して 低 い もの で あ っ た 。 そ こ で以下で は過

敏性の瞬子 に当たる項 目 を削除して 分析 を進めた。

　同一性混乱 尺度 の 各項 目得点と 当該 の 項 目を除 く合

計得点 と の相関を算出 した結 果 ， 1 つ の項目 に 関 して

は そ の 相関が有意で はなか っ た の で 削除 する こ とに し

た 。 そ れ 以外 の 33個の 項目 は す べ て 1％水準で有意な

相 関 を持 っ て い た た め ，こ の 33項 目の 合計得点を同
一一

性混乱の 指標 と して 採用す る こ と に す る。全体 の α 係

数 は  、79 とな り，

一
応の 内的一

貫性 が認 められ る。得

点 の 平均 は23，7で標準偏差 は7．51。 平均値の 検定 の 結

果 ， 男女 間 に 有意 な差 が み ら れ ， 女性 の 方 が 有意 に高

い 傾 向を示 した （t＝2．31，　df，
−2D1，　pく．05）。

撕

　同
一性混乱尺度 の 分布は 正 規分布 に 近 か っ た 。 そ こ

で ，メ デ ィ ア ン に よ り，被験者全体 を同
一

性混乱高群

（n ＝97） と低群 （r 】06）に 分割 し た 。

　過去 ・現在 ・理想 ・予想 の セ ル フ ・デ ィ フ ァ レ ン シ ャ

ル 尺 度に っ い て は，長 島 ら （1967）の結果 に従 っ て ，ポ

ジ テ ィ ブ な 方向 に 点数 が高 くな る よ うに 各形容詞対 の

方向を並 び変え ， 合計 し た 。 こ の 合計得点は向性 ， 情

緒安定性 ， 強靱性 ， 誠実性，理知性 と い う各側面 に お

け る 自己像 の 認知 さ れ た ポ ジテ ィ ブ さ の 総和 と考え ら

れ る の で
， 本研究で は こ の 合計得 点 を各時間次元 に お

ける自己像の指標 と す る。よ っ て ， こ の 得点は一
番 ネ

ガ テ ィ ブ な 自己像 か らポジ テ ィ ブ な 自己像 ま で ， 得点

一 94 − ・

N 工工
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の レ ン ジ は 10点か ら70点 と な る 。 それ ぞれ の 自己像得

点の平均点と標準偏差 は ， 過去 の 自己像で 42，  鰾 準偏

差 6．22〕， 現在の 自己像で 44．O（標準偏 差 5．66）， 理想の 自

己像で 52．1（標 準偏 差 6．30），予想の 自己像で 47．0（標 準偏

差 6．45〕で あ っ た。

　そ して ，同
一

性混乱の 2群それ ぞれ に 諸 自己像 得点

を算出 し， 平 均値の 検定 を行 っ た （TABLE 　 1）。 そ の 結

果，過去 ・現在 ・理 想 ・予想す べ て の 自己像得点 に お

い て ， 同
一

性拡散 低群 は 高群 よ り も有意 に高 い 得点を

示 し，そ の 差は 過 去と 予想 に お い て 5 ％水準 （過 去 の 自

己 ：t＝2．42，df＝201，　p〈．D5，予 想 の 自己 ：t＝ 2、41，df＝201，pく．05），

現在に お い て は 1 ％水準 で 有意 な もの 〔t＝2．73、df＝201，

p〈．011で あ っ た が ，理想 の 自己橡 に お い て は ， その 差 は

有意で は なか っ た （1ユ．s．，　t＝O、41，　df＝ZO］）。な お ，同
一・性

混乱 2群間 の 諸 自己像 の 因子別 の 平均値 の 検定 の 結果

は TABLE 　2 の よ うに な っ た 。

TABLE　1　同
・一

性 混乱 の 高 ・低群 に よ る各 自己像得点

　　　　　 の 平均値の検定

同
一

性 混 乱

　次に ， 仮説検証 の ため に時間次元 に お け る諸自己 隊

間 の パ ス 解析 を行 い ， さ らに ， 説明変数 と基準変数 の

間の 単純相関係数を算出 した 。 説明変数 の 選択は仮説

に 基 づ い た。した が っ て ，現在の 自己を基 準変数 とし

た と き の 説明変数 は過 去 の 自己 で あ り， 理 想 自己 ・予

想 自己 を基準変数 と し た と き の 説明変数 は 過去 の 自己

と 現在の 自己 で あ る 。 変数 の 投入 は
一．
括 投 入法 で 行 っ

た。TABLE 　3 は全体の データ に お け る パ ス解析の結果

お よ び説明変数 ・基 準変数 間 の 単純相関係数を示 し た

もの で あ り， TABLE 　 4− 1 は同
一
性混乱高群 ，

　 TABLE

4− 2 は 低群 に お け る 同様 の 分析 の 結果 で ある 。 全体お

よ び同一一性混乱高 ・低群 それ ぞれ に お い て 3 回ず つ の

重回帰 分析 を行 っ た こ と に な る が ，そ の 重相関係数は

す べ て 有意 な も の で あ っ た 。
F 】GURE 　1 一ユは TABLE

TABLE 　3　各自己像 間 の 重 回帰分 析 の 結果 栓 体 〉

基 準 変 数

｛氏群 （11＝iO6 ｝　　高 群 （n
．97）　　　t（201 ｝

過 去の 自己 　 　43 ．0 （600 ）

現 在 の 自己 　 　45 ．0 （5．11）
理 想 の 自己 　　 52 ．2 （6．Il）
予 想 の 自己 　 　 4S ．O （5，66）

4D ．9 （6．32）　　 2．42 拿

42 ．9（6 ．05）　　 Z．738t
51 ．9 （6 ．54）　　 D，4L
45 ．9 （6 ．04）　　 2．41寧

・ ip ＜．Ol　 ・ p〈．05　 （ 〉 内 は標 準偏差

現在の 自己　　予想 の 自己　　理 想 の 自己

β　　 r 　　 β　　 r　　 β　　 「

讒過 去 岶 己 ．・5− ．・… ．・5− 、・5− ．・・ ．2・
一

姦讎 の 配 ψ V・ ・45” ・56” ・32“’ ・3・
”

重相 関｛系数 　　．45 ， ， ．60” 、34鱒

TA 肌 E　2　同
一

性 混乱の高 ・低群 に よ る因子 ご と の 各

　　　　　 自己像得点 の 平 均値 の 検定

・ ． pく．Ol　 ・ p〈．05　β は 標準 偏 回帰係 数，　 r は単 純相関係数

TABLE　4 − 1 各自己像間の重回帰分析の結果 個
一
性混乱高群）

同
一一

性 混 乱

低 群 （n＝ユ06）　 高 群 （n ＝97）　　 t（2D1）

　 　 向 　 　　 性

過 　 情 緒 安 定 性

　 　 強 　 靱 　 性

去 　 誠 　 実 　 性

　 　 理 　 知 　 性

8 、5 （2．64）　　　　8 ．0（2 ．62）

8 ．4 （2．40｝　　　8．4（2 ．33）
7．9（2．28）　　　　7 ．1（2 、32）
10．3 （2．32）　　　　10 ．0（2 ．32）
7 ．6（2．73）　　　 7 ．2（2 ．71〕

1 ．410
．032
．44騨

0．981
」 9

基 準 変 数

8 ．7（2 ．37〕　　　　0 ．65
9 ．1（2 、05〕　　

− 0 ，3D
7 ．4（1．96〕　　　　 3 、ユ5 艸

9 ，9（2 ．04〕　　　 匹．09
7 ．5（2 ．57〕　　　 2 ．198

現 在 の 自己　　 予 想 の 自己　 　 理想 の 自 己

β　 　　 r　 　 β　 　　r 　　 β　 　 　 「

鶸過 去舶 己 ，3・一 ．38− 、21・ ．33・
… 　 ．・1

簔 現 在 の 自己 ψ 　ψ ・・4” ・41” ・・。” ・35”

　 　向　　　　　性 　　　　　9 ．0 （2．56）

現 　 情 緒 安 定 性 　 　 9 ．Q （2．16）

　 　ie　靭 　　性 　　　　8 、3 （2，13）
在 誠 実 性 　 10．2 （1．93）
　 　 理 知 性 　 E ．3 （2．54）

甫 相関 係数 　，37絆 ．46’嚀 ．28鱒

8 ．8（2．17）　　　　　1．97
9 ．9．（1．97）　　　

− G 、13
8，9（2．04）　　　　　 3．33阜8

10 ．2（2．亅5｝　　　　 0．72
7 ．9（2．Z4）　　　　 1、ユ3

鱒 p〈．01　。pく．05　β は標 準偏 回帰係 数，　 r は 挙純 相関係 数

　 　向 牲． 9 ．4 （2 ．3D
予　 情緒 安 定 性 　　　9 ，9 （2 、45）

　 　ラ革　　靱 　　性 　　　　@9．8（2．19
想 誠 実性　1 〔｝4 （19

j 　　理 　@ 知　　性：　　　8 ．3（2

45） TABLE 　4 − 2 各 自己鱇問の 重 回帰 分析の結果〔同一性

乱 低群） 　　「占 i　　@　性　　　　io．
i1 ． 89 ） 理 　情緒安定性　　10
9 （2 ．34） 　　強　　靱　　性　　　　1
． 4 （ 2 　01 ）想誠実性　

． 3Cl ．81 ） 　　理　　知　　性　　　　

8 1 2 8

j 基 準 変 数 9．

i1．91）　　　　1、261
，2（2 ．09）　　　 − 081

11．3 （2．15）　　D461 ユ

2（2，05）　　　　　D 　38

．1
（2．70 ）

　　　　D， 11t ・ p （

田 　 串 p 〈． 05 　 （ ） 内は 標 準 偏 差

在の自 己　　予 想の自 己　　 理 想の 自己

ﾀ 　　 　 r　　
β　 　　「　　 β　　 　「 驫

過刧
配 ．・。・・

54・ ・ ． ・ …． 52・・ 22・． 38・・ 簔
m

E 配ψ　 ψ ・・6”
・ 8”・

・ h・・3

重相関係数 　
．50桝 ． 71 料 ．47 鱒 t ・p く． Ol

pく

05 ，
β
は標 準 偏 回 帰 係 数 ，　 rは単純 根 関 係 数 95N 工
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FI侶URRI − 1 各自己豫 のパ ス ・ダイ ア グラ ム 恫 一．一
性混 乱高群｝

注〉 矢印付近 の 数 字 は標 準偏 回 帰係数 を，（ ）内 の 数 字 は 璽相 関

　 係 数 をあ ら わ して い る。5％ 水 準 で 有意 な パ ス の み 記 した。

一

　 　 　 　 　 　 ．241

FIGVRE　I− 2 各自己像の パ ス・ダイアグラム （同一性混 乱低 群）

注） 矢印付 近 の 数字 は 標準 偏回 帰 係 数 を，（ ）内の 数 字 は 重相 関

　 係 数 を あ ら わ し て い る、5 ％ 水 準 で 有意 な パ ス の み 記 し た。

4 − 1
， FiGuRE　 1− 2 は TABLE 　4 − 2 を も と に して 作成

し た パ ス ・ダイア グラ ム で あ り ，
パ ス は標準偏 回帰係

数 が 5 ％水 準 で 有意 に な っ た もの だ け表 示 し て い る 。

　 まず ， 全体 の デ
ー

タ で は ， ほ ぼ 予想さ れ た結果 が 得

られ て い る。現在 の 自己 は 過去 の 自己 か ら有意 な影響

を受 け て い る 。 未来 の 2 つ の 自己 の う ち ， 予想自己 は

過去 と現在 の 自己 の 有意 な影響を受け て お り，一
方 の

理想自己 は 現在 の 自 己 か ら の 有意 な 影響 は 受 け て い る

もの の ， 過去の 自己 か らの 影響力 は有意で は な い 。 こ

の 未来 の 2 つ の 自己 に お け る傾向の 違 い は，TABLE 　1
に お け る両者 の 違 い と 同様 に ，そ の 性質 の違 い を反映

して い る も の と考え られ る。こ の点に つ い て 後 に 検 討

す る。

　次 に ， TABLE　4− 1の 同
一

性混乱 高群 と TABLE　4−

2 の 低群を比較 す る。まず ， 現在の 自己 を 基準変数 と し

た 分析 で は ， ほ ぼ仮説を支持す る結果 が 得 られた 。 過

去 の 自己 が 現 在の 自己 を規定 す る標 準偏回 帰係数 は 両

群 に お い て 有意 で は あ る が ， そ の値 は 同
一

性混乱低群

に お い て ， よ り大 き い もの で あ っ た。

　基 準変数を 予想自己 と した分析に お い て は，同
一

性

混乱 の 2 群 の 差 が ， よ り顕著 に認め ら れ る。 重相関係

数 で は ， 同
一
性混乱高群 の もの が ，約 O．46で あ る の に

対 し ， 低群 で は約 O．71とは る か に高か っ た。説明変数

間 の 関係 をみ る と ， 両群 に お い て 傾 向は共通 し て お り，

現在 の 自己 の 方 が 過去 の 自己 よ り も予想 自己 に対 し て

強 い 影響力 を持 っ て い る 。 そ して特に ， 同
一

性混乱低

群 に お け る現 在 の 自己 の 予 想 自己 へ の 影響 力が 強 く

（標準偏 回帰係数 で 約 D56 ），こ れ は同
一

性混乱の程度が 低

い 個人 に お ける，現在 の 自己 の延長 と して の 予想 自己

を認知 す る傾 向の 強さ を示す もの とい え る 。

　最後 に 理想自己 を基準変 数 と し た 分析 で も仮 説 と ほ

ぼ一
致 した傾 向が み られ る。同

一・
性混乱の 低群 の 方が

高群 よ り も重相関係数が 高 く， 説明変数 に よ っ て 説明

さ れ る 割合 が 高 い 。説明変数 の 傾 向 と して は ， 同
一

性

混乱 の低群 に お い て は，現 在 の 自己 の ほ か に過去 の 自

己 の標準偏回帰係数 も有意 で あ っ た が ，高群 に お い て

は，現在 の 自己の 標準偏回帰係 数 の み が有意で あ っ た。

　な お ， 同
一

性混乱 の 2群 に お け る諸自己像 の 関連性

の 大 き さ に 統計的 に有意 な 差 が あ る か 検討す る た め に ，

独立 し た 2標本に お ける相関係数 の差の 検定法 を当 て

は め ，諸自己像間 の 単純 相関係数 の 差 の 検定 を行 っ た

と こ ろ
， 同

一一
性混乱高 ・低 群問に 5 ％水準で有意差 の

あ っ た単純相関係数 は，過去 の 自己 と理 想自己，過 去

の 自己 と予想 自己 ， 現在 の 自己 と予想 自己 と の単純相

関係数で あっ た 。

一一
方，過去 の 自己 と現 在の 自己，お

よ び現在 の 自己 と理想 自 己 と の 単純相関 係数 の 両群の

差 は有意 で は な か っ た 。

考 察

　過去 ・現在 ・
予想 ・

理想 の 自己像得点は，理 想自己

に関 して は 同
一

性 混乱高 ・低群間 に 有意差が み られ ず ，

そ の 他 の 自己 に 関 して は す べ て有意 に 同
一

性混乱低群

の 方が高か っ た （TABI．b；　］）。また TABLE 　3 の パ ス 解析

の 結果 に お い て も ， 予想 自己 は 現在 ・過去 の 自己 か ら

有意 な パ ス を受 け て い る の に 対 して ， 理 想 自己 に お い

て は過 去 の 自己 か ら の パ ス が有意で は な か っ た。重相

関係数 に お い て も， 理想の 自己 の 重相 関係 数 は ， 予想

自己 の そ れ に 比 し て か な り低 い
。

　予想自己 は，す で に 記 した よ う に過去，現在 の 自己

の 延長 と定 義され る もの で あ り，一
方 の 理 想 の 自己 は

に うな りた い 」 と い う自分 に対す る願望で あ る。諸

自己像の 相関関係 は こ れ らの 性質 を反映 した も の と考

え られ る。 こ れ ら の 結果 か ら は
一

般 的に ， 過去の 自己，

現在の 自己 ， お よ び予想 自己 は ， 個人の 生活空間 の な

か で 強い 関連性を持 っ た 1本 の 時間軸 上 の 自己像群 と

し て 存在 し て い る の に 対 して ， 理想 自己 は そ う した直

線 と は比 較的関連 の 弱 い ．独立 した存在 で あ る こ と が

考 え ら れ る 。
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　同
一

性混乱の程度に よ っ て分類 した 2 群 に お けるパ

ス 解析 に お い て は ， 未来の 自こ の うち ， 予想 自己 に お

い て仮説を支持す る結果 が 得 られ た。過 去 の 自己 と現

在の 自己 が予想の 自己 に 及ぼ す影響力 は ， 同
一・性混 乱

低群の 方が 大 き い もの で あ り，現在 の 自己 と予想 自己

との 単純相関係 数 に は 同
一

性混乱 高 ・低群間 に お い て

5 ％水準で有意な差 が あ っ た。一
方，未来 の 自己 の も

う 1 つ の 側面 で あ る 理 想 自己 は ， 同
一

性混 乱低群 の 方

が過去 ・現在 の 自己 か ら 受 ける影響力 は 高 い もの の ，

予想 自己 を基準変 数 とした とき と比較す る と，そ の 重

相関係数 はか な り低 い もの であ っ た。また，現在 の 自

己 と理想 自己 との 単純相関係数 に つ い て 同
一

性混乱 の

高 ・低群 間 に 有意 な 差 は み ら れ な か っ た 。 こ れ ら の こ

と か ら，Erjkson（1959）の 指摘 す るよ うな ， 自己 の 「未

来 1の 概 念 に 対応 す る の は ， 琿 想 の 自己 で は な く，個

人 が 未来 に 予想 す る自己 で ある と考 え られ る 。

　 Lewin　q942 ） は ， 時間 的展望 の 発達 の 1 つ の 側面 と

し て ， 現 実 と非現 実 の 分 化 と い う現象 をあげて お O ，

個人 が 成 熟 し て 自己統制 が で き る ように な る こ と で ，

個 人 の 生 活空間 が 現 実 の 水準 と 空想 や夢 と い っ た 非 現

実 の 水準 に 分化す る と して い る。そ の 視 点 か らみ れば ，

予想 の 自己 は 現実 の 自分 の 延長．す な わ ち 「未来 に お

け る現 実」 で あ り，一方 の 理想 の 自己 は ．「末来 に お け

る理想 」 で ある。本研究 の 結果 か らは，未来展望 に お

け る 理 想 と 現 実の 分化が ， 自我 同
一

性 の レ ヴ ェ ル に

よ っ て 異 な り，同
一

性混 乱 の 高群 は，予想 と理想 の 未

分化 な未 来 の 自己 を想定 して い る こ と が 示 唆 さ れ る 。

　
一

方 ， 過去の 自己 の 現在 の 自己 へ の 影響 力 は，標 準

偏 回帰 係数 の 数値 で 見 る 限 りに お い て は 同
．一

性混乱低

群の 方が高群よ り も大 き い こ と が 確認 さ れ た も の の ，

単純相関係数の差 の検定 を行 っ た 結果 で は，両群 の 差

は 有意 に は 至 ら な か っ た。こ の 結 果 は ， 現在の 自己 と

過 去 の 自己 の関連性は 自我同
一
性確立 の レ ヴ ェ ル の 高

い 個人 に お い て 強 い ，と考え た本研究 の 仮 説 と は
一
致

しな い 。

　そ の 原因 の ひ と つ と し て ，Erikson の 指摘 に あ る よ

う な 現在 に 強 い 影 響力 を持 つ 「過 去」 と
， 本研究に お

い て 指標 とした 「過去 の 自己 の 認 知像」 と の問に概念

的な 不
一

致 が あ っ た 可能性 が 考 え ら れ る。た と え ば
，

伊藤 （1991）は，自己受容 の 2 次元性 に つ い て検討 し ，

自己受容 に は 評価 の 次元 の ほ か に ，も っ と感覚的な 好
一

嫌 の 次元 が あ る こ とを指摘 して い る 。 自我同
一
牲 の

前提 条件 となる ような過 去 に対 す る態度 と い う も の は，

評価 と い う よ り も ， 過去 の 自己 に 対 す る感 覚的 な 側 面

で あ る の か もしれ な い 。今 後 ，
こ の 過 去 へ の 態度 と い

う問題 は 自己受容 と い う観点か ら の 再検討 の 必要 が あ

る 。

　 ま た ，こ の こ と に 関連 し て ．現在 の 自我 を支 え て い

る諸条件 の 変化 に よ っ て 過去 の 自己像が 変容す る ｛水

口 ，1982 ｝こ と も考 え られ る。こ の こ と か ら は ， 自我 同
一

性 の 確 立 が
， 現在 に 影響 を及ぼ し う る よ うに過去の 自

己認知 の変容 を導 く機能 を持 っ と い う こ とも予想 され

る で あ ろ う。
そ う した自己像変容の プ ロ セ ス に つ い て

の検討 は今後の課題 で あ る 。

引 用 文 献

Cottle，　TJ ．　1967　The 　circle 　test ：an 　investigation

　　 of 　 perceptions 　 of　 temporal 　 relatedness 　 and

　　dominance ．ノOttrnat 　of　Proコ
’
ective 　Technique　＆

　　 Personatit）l　Asse．ssiment ，31，58　71．

Cott］e，　 TJ ．，＆ Pleck，　 J．H 、　1969　Linear　 estima −

　　tiuns　of　tempora ］extension ： 亡he　effect 　of　age ，

　　sex ，　and 　social 　 ClaSS 、　 fOt＃ ’nal 　 ef 　 P吻 8 面 ノσ

　　 7
「’
eeimiqi イe ＆　Personali！y．4 ∬ essment ，33，81− 93，

Erikson，　 E．H ．　1959 　1dentit）・and 　 the ！功 　のアele，

　　lnternatienal　University　Press．（小 此木啓吾訳編

　　1973　「自我 同
一

性」　誠信 書房）

伊藤 美奈子　 1991　 自己受容尺度作成 と青年期 自己受

　　容 の 発達的変化　
一 2次元 か ら見た自己受容発達

　　プ ロ セ ス
ー

　発達心理学研究，2，7 一77．

梶出叡
一一 1988　 自己意識 の 心理学（第 2 版 ）　 東 京大

　　学出版会

勝俣 暎史 ・篠原弘章 ・村上 み ど り　 1982　非行少年 の

　　時間的展望　熊本 大 学 教 育 学 部 紀要， 31， 267

　 　 − 277．

Lewin ，　 K ， 】942　 Time 　 PersPective　 and 　morale ，

　　 New 　 York ： Houghton 　 Mifnin．（末 永俊郎訳

　　 1954　時 間的 展望 と モ ラ ール 　「社 会的葛藤 の 解

　　決 」東京創元 社〕

Lewjn ，　K ，　 1951　Fietd　 theOi），　 and 　 social ∫廊θ2z‘8．

　　New 　York ； Harper 、（猪股佐 登 留訳 「社会科学

　　 に お け る場 の 理 論」誠信 書房）

Marcia ，　J，E．　1966　Development 　and 　validation 　of

　　ego
−identity　status 、　ノbuフ

’
”al 　Of　PersonalitJl

　　 and 　Social　Psycholog］｝t，3．551− 558．

水 口 禮 治　1984　人格 構造 の 認知 心 理 学的研究　風 間

　　書房．

長島貞夫 ・藤原嘉悦 ・原野広 太郎 ・斉藤耕 二 ・堀 　洋

　　道　1966 自我 と適応の 関係 に つ い て の 硬 究 （1）

　　
一一

セ ル フ
・デ ィ フ ァ レ ン シ ャ ル 作成 の試 み

．一
　 東

．− 97 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

215 教 育 心 埋 学 研 究 第42巻 第 2号

　　京教育大学教育学部紀 要，12，85− 106．

長島貞夫 ・藤原嘉悦 ・原野広太郎 ・斉藤耕 二 ・堀　洋

　　道 　1967　自我 と適応 の 関係 に っ い て の 研究（2）

　　
一

セ ル フ ・デ ィ フ ァ レ ン シ ャ ル 作成の 試み 一一　東

　　京教育大学教 育学部紀 要 ，
13

， 59− 67．

杉山　成 ・神田信彦 　rg91 時間的展望に関す る研究

　　（1〕 一
非行少年の 時 間的展望 に つ い て

一　立教大

　　学心理 学科研究年報，34，63− 69．

砂田良一
　1979　自己像 と の 関係 か ら み た自我同

一
性

　　教育心理学研究，27，215− 220．

都筑 学 1982 時間的展望 に 関す る文献的研究 教

　　育心理学研究，30，73− 86，

都筑　学　1993 大学生 に お ける自我同
一

性 と時 間的

　　展望　　教 育 ・Ls理学研究，41，40− 48．

謝 辞

　論文作成に あ た り， ご指導 い た だ い た立教大学 水

口 禮治先生，白梅学園短期大学　神田 信彦先生 に 深謝

い た し ま す 。

　　　　　　　　　　　 （1994．3．1受稿 ， 3．19受理 ）

一 98 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


