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青年期 に お け る 自己嫌悪感 の 発達的変化
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問 題

　 自我の め ざめ に よ っ て 「見 る自己」 と 「見 られ る 自

己」の 分裂 を知 っ た 青年 に
， 自己嫌悪感 とい う感情が

み られ る こ と は知 られ て い る 。 青 年期 の 自己対象化 に

っ い て検討 した研究に 堤 〔19．　82）が あ る 。 そ こ で は 2 答
法 で 得 られ た 記述が，自己肯定的 一

自己否定的と い う

次元 か ら分析 され て い る。中学 ・高校 ・大学生 の 記述
を比較 した結果 か ら は，

“一
般 に年長 に な る と内省化が

進 み ， 自己嫌悪的 ，自己懐疑的表現 が増す
”

傾向が み

られ た。嫌悪 と い う情動 に つ い て 論述 し た Izard，　C．E．
｛199エ）も♂ 児童期 に は ま っ た く気に な らなか っ た 自分

の 性格特徴が，青年期 に は嫌悪 を感 じ さ せ る 対象 に な

る こ と が ある
”

と指摘 し て い る 。 ま た ， 詫摩 （1978）は

自己嫌悪感が青年期 に 強 く現 わ れ る 理 由 を 3点挙げ て

い る 。   自分 に 対 す る期待 の 高さ
，   人 と の 比較 を行

う こ と が 多 い こ と ，   自分 の 客観的姿を把握 して い な

筑 波大学 心理 学研 究科 〔D ・・t… 1P ・・9 ・・ mi ・ P・y 、h。］。9｝
・、

University　of　Tsukuba ＞

い こ と で ある。その うえ で 詫摩 は ，

“
程度の 差 は あ っ て

も ほ と ん どの 青年が 自己嫌悪感をも っ て い る
”

と結論

づ け て い る 。

　 こ の よ うに 自己嫌悪感を感 じ る こ と は ， 青年の 心理

的特徴 と して と らえ られ て き た 。 な か で も青年の 自己

嫌悪感 は ， 自己 へ の関心 の 高さ や 自己 を見 つ め る こ と

の多さ と の 関 連が 言及 され て い る 。 た とえ ば ， 青年が

自己探 究に熱心 の あ ま り，強 い 自己嫌悪感や 自己 否定
感 を も つ こ と （中E ，　1982）が 指摘さ れ て い る。自分を見

っ め，自分 を知ろ う と す る こ と は ， 人格形成期に あ る

青年 に は必然的な こ とで あ る。だ が ， そ の 過程 の 中で

多 くの 青年 は 自己 に 不満 を持 ち ， 自己 に 失望 し， 自己

嫌悪感 を感 じて い る と 考 え られ る。青年 の 自己 嫌悪感
を理解 し， そ の 変化 を解明 して い く こ と は，青年の 人

格形成の 過程 を理解する うえで も役立 つ こ と と考 え ら

れ る 。

　さ て ， 青年 は ど う い う自分 を い や だ と感 じて い る の

だ ろ うか。自己嫌悪感は，西平 （ig73） が
“
自 己 の 存在

そ の も の が ，羞恥 ・悔恨 ・慚愧 ・卑屈な ど の 感情に動
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か され て
， な ん と も い た た ま れ な い 気分 に な る

”

と表

現 す る よ う に，自分自身 に向け られ た否定的で複雑な

感情で ある 。 残念 な が ら ，
こ の 感情 に つ い て の 先行研

究は乏 し く， 青年が感 じ て い る 自己嫌悪感 の 内容 が十

分整理 さ れ て い る と は 言 えな い 。ま た，青年期の 中で ，

そ の感情内容が質 的 に 変化 し て い くの か ど うか に つ い

て も，参考 と な る資料は 少 な い 。そ こ で 本研究で は ，

まず青年 に 自分 が 感 じ て い る 自己嫌 悪感 に つ い て 記述

して も ら う 。 記述 の 収集 1こお い て は，幅広 く自己嫌悪

感の 内容が得 られ た方が よ い
。 そ の た め本研 究 で は，

複雑 な感情で あ る 自己 嫌悪感 に 広 く対応で き る よ う，

次 の ように 定義 を し て お く 。
こ こ で は 自己嫌悪感 を 「自

分が ，自分で ， 今 の 自分 が い や だ と感 じ る こ と」とす

る 。
こ の 定 義 に し た が っ て 行 わ れ る本研究 の 目的は 以

下の 3 点で あ る。（1｝実際 に 青年が 感 じて い る自己嫌悪

感 の 内容を整理 し て まとめ ， 自己嫌悪 感を と ら え る た

め の 仮説的枠組み を設定 す る 。 続 い て ， 調査 の た め の

自己嫌悪感項 目を作成 す る。  中学生 か ら 大学生 ま で

の 学校段階間 に 共通 し て み ら れ る 自己嫌悪感 の 内容 を

明 ら か に し ， 自己嫌 悪感 の 内容の 発達的変化 と量 的な

変化を明 ら か に す る 。 （3）学校段 階間 に 共通 し て み ら れ

た 自己嫌悪感 を ， それ らの 相 互関連 か ら分 析す る。さ

ら に ，前述 した仮説 的枠組 み を用 い て 自己嫌悪感の 発

達的変化 を，構 造的 な側面か ら明 らか に す る 。

予 備 調 査

　目的

　青年期の 自己嫌 悪感 の 発達的変化 を解明す る た め に ，

予備調査 と し て 以 下の 検討 を行 う。｛1盾 年が感 じ て い

る 自己嫌悪 感 の 記 述を分類 し，整理 して まとめ る 。  

まとめ られ た 内容か ら， 自己嫌悪感 を と ら え る た め の

仮説的枠組 み を設 定す る 。 〔3＞記述 を分類 し整 理 し た結

果 か ら ， 自己嫌 悪感項 目を作成す る 。

　方法

　自 己 嫌悪感 に つ い て の 記述 を収集する た め に ，「私が

（自分 で ）今の 自分 が い や だ と感 じ る の は…」と い う誘

導文 を提示す る文章完成法 の 手法 が 用 い ら れ た 。 学校

段階間の変化 を検討す る こ と を考慮 し て ，高校生 と大

学 生を調査対象 と した。回 答者 は 高校 生 63名 （M ＝24、

F＝39），及 び大学生 60名 （M ＝z6．　F ・34） で あ っ た。

　 結果

　合計 123名 の 高校生 と大学生 か ら得 ら れ た 222個の 自

己嫌悪 感に 関す る記 述を 整 理 し た 結果，次の 7 グ ル
ー

プ に大別さ れ た 。   自分 の 気持 を素直 に表現で きな い

こ と を い や だ と感 じ る 自己嫌悪 感。  人 間関係が うま

くで きな い こ と をい や だ と感 じ る 自己嫌悪 感 。   他 者

へ の 意識が 過剰 に な っ て い る こ と を い や だ と感 じ る 自

己嫌悪感 。   他人 を傷 つ ける対人的未熟 さを い や だ と

感 じ る 自己嫌悪感 。  自分 に 対す る厳 し さ の 欠如 を い

やだ と感 じ る 自己嫌悪感 。   自分 の 予 定や計画を遂行

で き な い こ と を い や だ と感 じ る 自己嫌 悪感 。  自分 の

性格や 自分の状況を い や だと感 じる自己嫌悪感 。 以上

の 7 つ に 大別 す る こ と が で き たが ， それ らをさ らに ま

とめ る こ と を試み た 。 そ の結果 ，         の 入 と の 関

係の 持ち 方 へ の 不満 か ら生 じ る 自己嫌悪感 ，       の

自己 の あ り方に つ い て の 失望 か ら生 じ る 自己嫌悪感 の

2 つ に ま とめ られ た 。ひ と つ の 感情を対 人的 な要因 と ，

対自的な 要因 と に 分 け て と ら え る 方法は ， 孤 独感 （落合

198Y），罪責感 塙 橋，1994）な ど の研究 に もみ られ る 。 複

雑 な感情 を 分析 し て い く際 の 基本的な と らえ方 と言え

る。そ こ で本研究で も ， 自己嫌 悪感 を感 じ さ せ る 要因

を対人 的 と対 自的 な要因 の 2 つ に 分け て とらえ る こ と

に した 。 こ れ を 自己嫌悪感 の 発達的変化 を検討 し て い

くうえで の仮説的枠組 み と し た 。 続 い て 作成さ れ た 自

己嫌 悪感項 目は ， 大別 さ れ た 7 グ ル ープ ご と に 7 項 目

ず つ ，合計49項 目で あ っ た 。

　従来の 自己嫌 悪感 に 関す る論究で は ， 西 平 （1959）が

“

梶 的 な生理 現象に対す る 不快視
”

か らお こ る 自己嫌

悪感 の 存 在を指摘 し て い る 。 しか し，予備調査で 青年

か ら収集 し た資料 に は
，

そ の よ うな 内容 の 記述 はみ ら

れ ず，本研究の項 目に は含 まれ なか っ た 。

研 　　究

　 目的

　自己嫌悪感の 発達 的変化 を解明す る た め に
， 以下 の

検 討を行 う。｛1）中学か ら大 学まで の学校段階間に共通

し て み られ る 自 己 嫌悪感を 明 ら か に し，学校段階問で

の 差異を 明 らか に す る。（2）学校段階閤に共通 し て み ら

れ た自己嫌悪感 に っ い て ， 量的 な変化 を明 ら か に す る 。

（3〕学校段階間 に 共通 して み ら れ た 自己嫌悪感 の 相 互関

連 を分析す る 。 さ らに ， 予備調 査か ら得 ら れ た対入的

と 対 自的 な要因 に 基づ く仮説的枠組み を用 い て，自己

嫌悪感の 発達的変化 を構造的な 側面か ら明 ら か に す る 。

　 方法

　質問紙 の 構成　予備調査 で 作成 さ れた 49項 目は ，「は

い 」「ど ち ら か と い う と は い 」「ど ち ら と もい えな い 」「ど

ち らか と い う とい い え」「い い え」 の 5件 法 で 回答 さ れ

た 。 各項 目はす べ て ，本研究で の定義に した が い 「〜自

分 を い や だ と感 じ る」と い う語尾表 現 に な っ て い た 儲

文 で は，「を い や だ と感 じる」 の 部分 を 省略 して 記載 ）。
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教 育 心 理 学 研 究 第42巻 第 3 号

　　調査対象　中学生群 〔平均 年齢 X 二13．2才 ）は公立中学

　2校か ら 2 年生2 O （M104 、　F95 ） 名。高校生群 （X − 16．3

　才） は 公立 高校 2校 か ら 2 年生 369 ｛M
−210、FI59）名 。

大学生群 〔X ＝L）O．e 才 ） は私立大学生 186名 （M ］73，　Fエ3），

私立短大生 女 子 63名 ， 私 立 専門学校生 51名 （Ml2 ，　F39＞
，

合計 300名 網 185，FlI5 》
。 調査時期は 1993年 7 月 。

　 分析方法　学校段 階間の 因子 パ ター ン を 比 較 す る た

め に
， 斜交プ ロ ク ラス テ ス 法に よ る因子分析 を行 っ た。

す な わち，す べ て の 学校段階 を込 み に し た 回答 者全体
の 因 子 パ タ ーン に ，学校段階別の 因子 パ ター ン が近似

す る よ うに 回転 させ た 、因子 パ タ
ー

ン の
一

致 ・不
一一・

致

の 程 度 の判断に は，
一

致係数 （Harn ヨan ，　H ．il．．］976）を利

用 した 。 こ れ ら の 方 法 に よ り， 因 アパ ターン の 差異 を

明確 に す る こ と が で き る。また ， 分析の 対象 と な っ た

項 目は す べ て 自己嫌 悪感 の項 目で あ り ， 潜在的因子 が

互 い に 直交 して い る と い う前提 は な い
。 よ り単純化 し

た 因子 パ ター
ン に 近 づ け る た め に ， こ こ で は斜交解 を

用 い た 。

　 分析 手続 　（1｝中学生群，高校生群 ， 大学生群 の 3 つ

を込 み に し た 回答者全体の データ 行列 に つ い て，因子

分析を行 っ た。調査項 目 が 7 グ ル ープ か ら構 成 さ れ て

い た こ と と ， ス ク リ
ー

法 に よ る判断と をあわ せ
， 因子

数 の 範囲を 4 〜 7 と仮定 した 。因子 tw　4 〜 7 の 間 で
，

初期解を反復 推定 し た。そ の 結果 ， 最 も解釈 が しや す

か っ た 6因子解 を採用 した 。 （2｝回答者全体 の データ行

列 に つ い て ，共通性 を 反 復推定 し て 得ら れ た 主因子解
を，プ ロ マ ッ ク ス 同転 した。（3）プ ロ マ ッ ク ス 回転 さ れ

た回答者全体の 因子 パ ターン を標的行列 と し て ， 3 つ

の 学校段階 ご と に 斜交プ ロ クラス テ ス 回転 した （一次因

f 分 M ｝。 （4｝一次因 子分析 の 結 果 ， 学校段階間 に 共 通 し て

み られ る と判断さ れ た因子 に つ い て は ， 回答者全体 を

因 子分析 （プ ロ マ ッ ク ス 働 した際 の 因子得点 を用 い
， 因

子 に対す る量的な関与 を比較 した 。（5）一次 因子分 析か

ら得 ら れ た 因子間相関に つ い て，共通性を 反復推 定 し

て 主 因子解 を求め ，プ ロ マ ッ ク ス 回転 し た に 次 因 子分

折 ）。

　結果と考察

　1厂 次因子 パ タ ー
ン の 学校段階問比較　回答者全体

と 3 つ の 学校段階別 の 因子 パ タ ー
ン か ら，

一
致係数 を

求め た 結果 が TABLE　lで ある。こ れ を み る と，中学生

群 で は第 1 〜 第 4 因 ］
一
ま で は ．95〜．92 と ←分 な値 を 示

し た が ， 第 5 ，第 6因 ア は．70，．66で あ っ た 。 こ の 2 っ

の 因 子 に つ い て は，回答 者全体 と中学生群 と の 間 で 因

子 パ ターン が 一
致 した と は言え な か っ た。因子 の 解釈

も困難で あ っ た こ とか ら，解釈 の 対 象 と は し な か っ た 。
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方 中学生群 で は ， 回答

者全体 の結果 と
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ン を持 つ 因子 は 4

つ だ け で あ っ た
。

こ の よ うに
， 回答者全体 と各学校段

階 との間で 、 因 子 パ タ
ー

ン の
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致が み られ た数 に は違

い があ っ た 。また ，
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因子 と， そ の 因子 に 対応 しな い 他 の 因子 に対 す る一
致

係数 は ．36〜．0  と 低 か っ た。
一一

致係数の 埴 か ら は ， 6
因子 は 互 い に独立 で あ る とみ な さ れ た。
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　次 に ，

一．一
次因子 の 解釈を行 っ た。標 的行列 と し た 回

答者全体 の プ ロ マ ッ ク ス 解因 子パ ターン と， こ れ に 近

似 さ せ た 3 つ の 学校段 階別 の プ ロ ク ラ ス テス 解因子 パ

ターン を TABLE 　2 に 示 し た。回答者全体 に お ける因子

分析結果 の 寄 与率は，49．0％ で あ っ た 、 第 1 因子 は 「36
な まけ て い る 自分 （，85月「26自分 で 決 め た こ と を や ら ず

に い る 自分 （．78）」ll9や ろ うと決めた こ と に対 して 努力

して い な い 自分 〔76月 など に高 い 負荷を示 した。 こ の
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　因子は ， や ろ うと して い る が や れ て い な い 自分 に対す

　る自己嫌 悪感 を表わ す と考 え ら れ，「課題 遂行停滞」の

　因子 と し た。第 2因子 は 「13人 を傷 つ けるような こ と

　を 言 っ て し ま う自分 （93月「48相手 の 事 を考え ず に き つ

　い こ と を言 っ て し ま う自分 （．S7）」な ど に 高 い 負荷 を示

　し た
。 相手 と の 適切 な間合 い を と る こ と に失敗 し，人

　を傷 つ けて しまう自分 に 対 す る 自己嫌悪感 を表 わ す因

子 と考 え ら れ た。そ こ で 「他者へ の 配慮欠如」 の因子

　と し た 。 第 3 因子 は 「39周囲 の 目を気 に す る 自分 〔．91）」

　「32人 か ら ど う思 われ て い る か を気 に して行動 して い

　る 自分 （85）」など に高 い 負荷 を示 した。自分 に 自信が

　も て ず，他人 の 行動や 他人 の 評価を意識 して し ま う自

分 に 対す る 自己嫌悪感 を表わ す因子 と考 え ら れた。 こ

れ は 「他者 へ の意識過剰」 の 因子 と し た
。 第 4 因子 は

　「45 ま わ り の 人 と 打 ち 解 け る こ とが で き な い 自分

　（．8η」「24ク ラ ス に な じ め な い 自分 （．79）」「38人 と話す

こ と が 苦手 な 自分 （．71）」な ど に 高 い 負荷 を示 し た。 こ

の 因子 は ， 周囲 の 人 と う ち と ける こ とが で き ず，ま わ

りに な じめな い で い る自分 に 向け ら れ た自己嫌悪感 を

表 わ す と考え られ た 。 そ こ で 「他者 との親和不能 」の

因子 と し た。第 5 因子 は ro2自分 の 本 当 の 気持を人 に

伝え られ な い 自分 （．79）．」「16思 っ た と お り の こ と を言え

な い 自分 （．72）」な ど に 高 い 負荷 を示 し た。自分 を 出 す

こ と をち ゅ う ち ょ し
， 自分の 気持を伝 え る こ と が で き

な い 自分 に対 す る 自己嫌悪感 を表 わす因子 と考 え ら れ

た 。 これ を 「他者 へ の 表出不能」の 因 子 と し た e 第 6
因 子 は 「49自分 が 本 当 に し た い こ とが よ くわ か らな い

自分 （．80）」「42自分 の や り た い こ とが 見 っ か ら な い 自分

　（．8D）」に 高 い 負荷 を 示 し た
。

こ の 因子 は，自分 が め ざ

そ うとす る 方向が 定 ま らず，い ま何を した ら い い か も

わ か ら な い 自分 に 向け ら れ た 自己嫌悪感 を表わす と考
え ら れ た

。
こ れ を 「目標 方向不定」 の 因子 と し た。以

上解 釈し た 6 因子 の うち，第 5 因子 「他者 へ の 表 出不
能」，第 6 因子 「目標方向不定」は高校生群 ，大学生群
だ け に み られ ， 中学生群 で は み ら れな か っ た 因子 で あ

る。

　2．学校段階間に お け る因子得点の 比較　学校段階別

に 因子 パ タ ー
ン を比較 し た 結果 ， 中学生群の 第 5 ， 第

6 因子 を 除 い て は ， すべ て 回答者全体 の 分析 結果 と一

致 し た。そ こ で，因子得点 を用 い ，学校段 階間 で の 量

的 な 比較を 行 っ た 。 第 4 因子 まで は 3 つ の学校段 階間
で
一

要因 の 分散分析を行 っ た。群間 に 有意差 が み ら れ

た 場 合 は ， テ ユ
ー

キ ーの HSD 法 に よ る 多重 比 較 を

行 っ た 。 第 5，第 6 因子 に つ い て は高校生群 と大学生

群 と の 2群 間 で t 検定 を行 っ た。因子得点 の平均値な

どは TABLE　3 に ま と め て 示 した 。 まず 「他者 へ の 配慮

欠如」 で は ， 中 ， 高，大 と学校段階が進む に つ れ て ，

因子得点 は減 少 し， 3群間 に有意差 が み られ た （F 〔2，
866＞＝4．40，pく．05）。 多重比較 し た結果 ， 中学生群 と大学生

群 との 間 に 有意差が 見 られ た （Mse ＝o．93，5％水 準）。次 に

厂他者 へ の意識過剰 」で は，高校生群の 得点が 最 も高
く， 次が 中学生群で，大学生群 の 得点は 最 も低か っ た 。

3 群問 に有意差 が み られ CF（2β66）＝3．38．p（．05），続 い て

多重比較 した結果 ， 高校生群 と大学生群 と の 間 に 有意

差が 見 られ た 〔Mse ＝G．92，5％ 水 準）。最後 に ， 第 5 因子 の

「他者へ の 表 出不能 」で も，大学生群が 高校 生群 に 比
べ て 因子 得 点 が低 く， 2 群間 に 有意差 が み られ た （t

（667）＝2．72，p〈05）o

TABLE　3　自己嫌悪感の因子得点の学校段階問に お け る比較

因子名 中学生詳　　　高校生詳　　　大学生群　　　F値　　t値

Pl 謬題遂行序滞　　　0，DSS｛O　S421　−Oeo3：0．986） −0、｛，33（1．el2｝　O．5且
FS 縮 へ の雌 蜘   1SCIo．892」 D．022｛o．97D −o．］lsco，ggs） 4．4 ・

F3　tegへ の醸 糊 鯔 2〔o．s46） o．171伽 73）．D，］15｛1．uas） 3．ss・

臼　鮭者との親和不能 一
〇a13CO．9i升　O、Oi4（O．959） −9，092｛0、972｝　2．24

Fs　 tegへ 嗾 出不能 　
一・・

　 Dos旦｛O．942）一川 9｛。．949j　 272・・

F6　目標方向不定　　　　　
…．…・・

　　
−e．029（0．95｛）　O．ca〔0893P　　　　1』1

（iP 〈、05，噂Pく．OD ［ ｝内は標凖偏差

　 自己嫌悪感の 因子 パ ターン に つ い て は ， 高校生群 と

大学生群 の 間 に
一

致が み ら れ た 。

一・
方，自己嫌悪感 の

因子得点の 比較 か ら は，中学生群 と高校生群の 閾 に は

差が な い こ と が 示 され た 。 学校段 階間 で み ら れ た差 異
は ， 「他者 へ の 配慮 欠如」「他者 へ の意識過剰 」「他者 へ

の 表出不能」 の 3因 子 で
， 大学生群 の 因子得点が 低 い

と い う結果で あ っ た。前述 し た堤 （1982 ）は，発達 に と

もな っ て 自己 を否定的 に み る 傾向 が 増 す こ とを報告 し

て い る。しか し ， 本研 究 に お け る 因子得点の 比較 か ら

は，大学生群で 自己嫌 悪感 の 得点 が低 い こ とが 示 さ れ

た。こ の 結果 は 堤 の報告 と は
一

致 しなか っ た 。 堤 と は

別に，原田 （1978）は 日記 資料の 分析か ら，

“
16〜17才 の

高校生 に は劣等感 と 自己 嫌悪 が か な り多 くみ ら れ た
”

こ と を 述 べ て い る 。 本研 究 の結果は，2 答法 の 記述 を

分析 した堤の 結果 よ りも， 日記資料の 分析 に よ る原田

の 見解 に 近 い よ うに 思 われ た 。 だ が こ の 3 つ の結果 は，
異 なる方法 に よ っ て 導 か れ て い る。そ の た め ，自己嫌
悪感 の 量的な変化 に 関 す る 結論 は出せ ず，検討 の余地
が 残さ れ た。

　3．二 次因子 パ タ ー
ン の学校段階間比較　一

次因子 パ

ターン で は，中学生群の第 5 ， 第 6 因子 を除 い て，回

答者全体 の 結 果 と学校段階別の結果 の
一

致 が 確か め ら

一 14

N 工工
一Eleotronio 　Library 　
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れ て い る 。 しか し な が ら ， TABLE 　2 の 下段 に 示 した
一

次因子間相関をみ る と ， 第 2因子 と第 3 ，第 4 ，第 5

因子 との 間 で ，相 関 関係 の 強さ に や や違 い が み られ た 。

そ こ で，因子間相関か ら二 次因子 分析 を行 っ た。正 の

固有値 まで を因子数 決定の 基準 と す る と ， 中学生群 3

因子，高校生群 2因子 ， 大学生群 3因子 と なる。た だ

し ， 中学生群 に お い て は ， 3 番目の 正 の 固有値の値が

非常 に 小さ く， 2番 目と 3番 目の 固有値の 差が む し ろ

大 きか っ た こ と か ら，因子 数は 2 と した。学校 段階 ご

と の 二 次因子分析結果 は，プ ロ マ ッ ク ス 回転後の 因子

パ タ
ー

ン を TABLE 　4〜 6 に 示 し た。

TABLE　4　中学生群の 2次因子パ タ
ー

ン （プロ マ ッ ク ス 回藪働

因子 1　 　 因 子 II

F4 他 者 と の 親和 不能

Fl課 題 遂行 停 滞

F3 他者 へ の 意識 過 剰

F2 他者 へ の 配慮 欠如

F6　解釈 不能

F5 解釈 不 能

ユ

387

8765

尸
0030

一160305

　 17

ワ」
直
UO9

小数 点省略

TABLE 　5　高校生群の 2 次因子パ ターン （プ ロ マ ッ クス回転後｝

因子 1　　 因 了 II

F3 他者 へ の 意 識過 剰

F5 他者 へ の 表 出不 能

F4 他者 と の 親 和不 能

F2 他者 へ の 配 慮欠 如

F工 課題 遂 行停 滞

F6　目標 方向不 定

ρ
033777749DOG 0706

− 0325177

匚
∂

小数点省略

TABLE　6 大学生群 の 2次因子 パ ターン （プ ロ マ ッ ク ス 回 転後）

因子 1　 　 因 子 H 　 　 因 子 1］1

F5 他者へ の 表 出不 能

F4 他者 との 親 和 不能

F3 他者 へ の 意 識 過剰

Fl 課題 遂行停 滞

F2 他者 へ の配 慮 欠 如

F6 目標 方 向不 定

0728
戸
D6

一D6

　 29

．Ol

　 10
一

工305Q

」
り
乙

7407

一19

　 16

　 2009

− 0369

小 数 点省 略

こ れ らを見 ると，中学生群で は 2 因子が 示 さ れ て い

る 。 だ が ，

一
次因子 分析 に お い て ，す で に 第 5 ， 第 6

因子 は回答者全体 の 結果 と の
一

致係数が低 く， 解釈 不

能 とされ て い た 。 仮 に 1因子 と して 抽 出 し た 場合で も ，

第 5 ，第 6 因子 の 負荷 は．4  に 満 た な い 低 い 値 で あ っ

た。し た が っ て 二 次因子分析に お い て 2因子 を抽出し

た TABLE　4 の 結 果 は，実質的｝こ は 1因子 と考 え て もよ

い と 思 わ れ る 。 中学生群 に お い て は，回答者全体の結

果 と
一

致 し て い た 4 つ の
一次因子が ， す べ て ひ とつ の

二 次因 子 に ま と ま っ た。次 に 高校生群に お い て は ，二

次因子分析 の 第 猛因 子 に 「他者 へ の 意識過剰 ．」「他者 へ

の 表出不能」「他者 との 親 和不能」「他者 へ の 配慮欠如」

の 4 つ の
一

次 因
・
子が 高 い 負荷 を示 した 。第 H 因子 に は

「課題 遂行 停滞」「目標方向不定1の 2 つ の
一

次因子 が

高 い 負荷 を 示 し た 。 最後 に 大学生群 に お い て は，高校

生群 とはやや異な る結果 が 得 ら れ た 。
二 次 匯子分析 の

第 1因子 に は「他者へ の 表出不能」「他者 と の親和不能」

「他者へ の 意識過 剰」の 3 つ の
一

次因子が高 い 負荷を持

つ 。 そ して 第 Il因 子 に は 「課題 遂行停滞」「他者へ の 配

慮欠如 」の 2 つ の
一次因 子 が 高い 負荷 を持 つ 。第（II因

子 に は f目標方向不定」の
一

次因子 だ けが 高 い 負荷 を

持 っ て い た 。

　 二 次 因子分析 の 結果 を比 較 す る と ， 学校段階が 進 む

に つ れ て ， 自己嫌 悪感 の 要因 が より分化 し て い くと い

う発達 的変化 が 示 さ れ た 。
こ の変化 を図示 し た も の が

FIGURE　1 で ある。対人 的 な要因 と対 自的な要因に 基 づ

く仮 説的枠組み に 照 ら し て 考察 し て い く。中学生群で

は ， 人 との 関係 の 持ち方 へ の不満（対人 的 な 要因 ）か ら生

じ る 自己嫌 悪感 も， 自己 の あ り方 に つ い て の 失望 樹 自

的な 要因）か ら生 じ る 自己嫌悪感 も，
ひ と つ の 因子 と し

て ま とま っ て い た。し た が っ て ，自己嫌悪感 の 要 因 は，

自分に対す る嫌悪と い う 1 要因 と考 え ら れ る 。 や が て

高校生 に なる と ， 自己 嫌悪感 は 人 と の 関係 の 持 ち方 へ

の不満か ら生 じ る もの と 自己 の あ り方 に つ い て の 失望

か ら生 じ る も の と に分か れ る 。 高校生群 で は，自己嫌

悪感 の 要因 が 分 化 し，前述の 仮説的枠組み と
一

致 す る

結果が み られ た 。 と こ ろ が 大学 生群 で は ，人 と の関係

の 持 ち方 へ の 不 満 と 自己 の あ り方 に つ い て の 失望 と い

うと ら え 方で は ， 十分 解釈 し き れ な くな る 。 そ こ で ，

大学生群の 二 次因子分析結果 か ら，前述 の 仮説的枠組

み を再考察 し た。大学生群の第 1因子 は ， 高校生群 の

第 1 因子 に高 い 負荷 を示 した 4 つ の
一

次因子 か ら ， 「他

者へ の 配慮欠如」の 因子 が外 れ た因子 で あ る 。 こ の因

子 は ， 相手 と の 適 切 な 間合 い を と る こ と に 失敗 し，人

を傷 つ け て しまう自己嫌 悪感 の 因子 を除 い た 3 つ の
一

次因 子 か ら な り た っ て い る 。 そ の 3 つ の 因子 と は ，「他
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者へ の 表出不能．lr他者 との 親和 不能」「他者 へ の 意識

過剰」で ある 。 こ れ らか ら な り た っ て い る二 次因子 は，

次の よ うな自己嫌悪感 を 表 わ し て い る と考 え ら れ る。
そ れ は 自分と他者 と の 違 い に敏感 に な り，人 との 接 し

方 や 人 へ の 振舞 い 方 を意識 し，ち ゅ う ち ょ し て し ま う

場合 に 感 じ ら れ や す い 自己嫌 悪感で ある。 こ の 自己嫌

悪感の 本質は，人 との 関係 の 持ち 方 に あ る の で は な く，

自己嫌悪感 を感 じ て い る 主体 の 側の 問題 と 考 え られ る 。

主体の 側か ら考察 す る と，自分 の 中味 が まだ形成さ れ

て お ら ず，自信 が 持て な い 状態 に あ る 。 自信 が な く気

後 れ し て い る こ と か ら生 じ る 自己 嫌悪感 と解釈 で き る。

大学生群 の 第 II因子 は，1他者へ の 配慮欠如 1と 「課題

遂行停滞」の
一．・次因子 に 高 い 負荷 を持 つ 。 こ の 2 つ の

因子 は ， 高校生群 の 二 次因子 に お い て ， そ れ ぞ れ 別 の

因子 に 高 い 負荷を 不 し て い た もの で あ る。 こ れ は ， や

ろ う と し て い る こ とが で き な い ，そ して ， した く な い

と 思 っ て い る こ と を や っ て し ま う と い う，自分 を統制

で き な い こ と か ら生 じ る 自己嫌悪感 と解釈 され よ う。

最後 に第lll囚子 は，高校 生群 と大学生 群 に み られ 瑁 目

標方向不定 1 の
一

次因子 ひ と つ だけ が，高 い 負荷 を示

した。 こ れ は，自分 自身 の 将来が 自分 の 視界 に 入 りは

じ め て か ら現 われ る もの と考 えられ る 。 自分が ど う人

生を送 っ て い くか を見 い だ そ う と し て も見 い だ し得ず，
ど う し た い の か を自分に問 い か けるが ， 自分で もわ か

ら な い 。 こ の よ う な，自分 が わ か ら な い こ と か ら生 じ

る 自己嫌悪感 と解釈 され る 。 以 上順 に 考察 し て き た よ

うに ， 大学生群 で は，自分 に 自信 が持 て な い こ と か ら

生 じ る 自己嫌悪感，自己 の 行為を統制 で きな い こ と か

ら生 じ る 自己嫌悪感 ， 自己 に 対 す る理解や 洞察が 不足

し て い る こ と か ら生 じ る 自己嫌 悪 感 の 3 つ が み ら れ た．
こ の よ うに 大学 生群で は ， 自己嫌 悪感 を感 じ さ せ る要

因 が ，高校生群 よ り さ ら に 分化 し て い る こ と が 明 らか

に さ れ た 。

　自己嫌 悪感 を構造的に 分析 し， そ の 発達的変化 を考

　　　　　　　　　　　　　　　談
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F】GURE 　1　青年期 に お け る自己 嫌悪感 の 要因の 発 達的変化

「大 学 生 群 」

察 し た 結 果 を以下に ま と め る e 中学 生群で は ひ と つ の

因子 で 自己嫌悪感が 説明 さ れ ， 自己嫌悪感 の 要因は分

化 し て い な い 状 態 に あ る 。 高校生群 で は自己嫌悪感の

要因 が 分化 しは じめ，対人 的な要因 と対 自的 な 要因 の

2 点 か ら と ら え る こ とが で き る 。 さ ら に 大掌生群 に な

る と ， これ ら 2 つ の 要因 と は 異 な る 3 つ の 要 因に 分化

し て い る こ とが 示 さ れ た 。すな わ ち ， 自己嫌悪感 は そ

の 要因か ら分析す ると ， 3 つ の段階 に 分化 して い く発

達的な変化 が み られ る 。 そ し て ，自己嫌 悪 感 の 要因 が

3 つ に 分化 し た状態 では ， 青 年期の 自己嫌悪感 は ，  

自分 の 中味が まだ で き て い な い と い う自信 の 欠 如 か ら

生 じ る 自己嫌悪感   自分の 行為 を統制で き な い 自己統

制 の 甘 さか ら生 じ る 自己嫌悪感  自分が わ か ら な い と

い う自己理解 の 不足 か ら 生 じ る 自己嫌悪感の 3 つ の 要

索か ら理 解 で き る こ と が 明 ら か に さ れ た。
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