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資　料

達成関連感情 の 特徴 と構造

奈 　須　正　裕
1

CHARACTERISTICS 　AND 　STRUCTURE 　OF 　ACHIEVEMENT −RELATED 　AFFECTS

Masahiro 　NAsu

　　 Two 　 studies 　 were 　 conducted 　 to　 examine 　the　characteristics 　and 　 structure 　 of 　12
achievement

−
related 　affects 、　 In　Study　 I，224　undergraduates 　rated 　the　24　concepts

（12affects　x 　 2　itelns）on 　the 更hree　scales （with 　six 　7−poinしsemantic 　differential−type
items　per　scale ）of 　pleasure

−displeasure，　arousa1 −nonarousal 　 and 　do画 nance −submis −

siveness ．　 The 　results 　showed 　that　these　three 　d重mensions 　were 　also 　valid 　to　de而ne 　the

structure 　 of　 achievement −related 誼 ects
，
　 and 　 dominance−submiss 三veness 　 dimension

had　the　most 　important　roles 　on 　the　descriptions　of　the　characteristics 　of　af【ects ，　 In
Study　 II

，
　the　ratings 　concerning 　the　list　of　affective 　words 　obtained 　in　Nasu 　and

Horino （1991）were 　cluster 　analyzed ，　 In　anaiysis ，　two 弖arge 　clusters 　were 　revea 】ed ．
The 　affects 　included　in　the　first　c ］uster 　wer ゼ mastery 　oriented

”
affects ．　 On　the　other

hand，　the　second 　cluster 　represented
‘‘helpless　 oriented

”
affects （Dweck ，1975），or

a 匠ects 　related 　to
」‘
ego

−
；nvolved

”
tendencies （Nicholls， 1984）．

　　Key 　 words ： achievement −related 　 a 任ects ，　 structure 　 of 　affects ，　affective 　 words
，

semantic 　differential　technique
，
　cluster　analysis．

　達成場面 で 喚起 され る感情 （達成関連感情 ：achievement

−
related 　affect ．g） の 多様性を 示 し ， こ れ を体系的 に 取 P

扱 う必要性 を最初 に 提唱 した の は Weiner （19771 で

あ っ た と考 え ら れ る。

　彼 は達成関連感情に っ い て ， そ の 喚起機媾 の 解明 を

主題 と した研 究 を展開 した （Weiner．　Russell＆ Leaman ，

1978，19．・79〕。 Weiner ら （1978，19？9） に よ る と ， よ ろ こ び

（preased ）や落胆 （dissapointment）と い っ た一般的な正 ・

負 の 感情 の 喚起 は，もっ ぱ ら結果 が 成功 で あ る か 失敗

で あ る か に よ っ て規定さ れ る 。

一
方， 成功 ・失敗そ の

もの よ りも，原因帰属 に 大 き く依存 して 喚起 さ れ る 感

情が あ る 。 例えば ， 同程度の失敗 に 直面 し て も ， 原因

を能力や適性に 帰属す れ ば無能感 〔inc。 mpetence ） を感

じ，努力不足 に 帰属す れ ば う し ろ め た さ 〔guilt）を ， 運

に 帰属す れ ば お ど ろ き （surprise ）を感 じ る で あ ろ う 。 こ
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れ ら の 研究を き っ か け と して ，達成 関連感情に 関す る

研 究 はそ の 後盛 ん とな り ， 今 日 ま で に か な りの蓄積が

な さ れ て き て い る くForsyth＆ McMillan，1981；McFarland

＆ Ross，1982；McMlnan ＆ Spratt，1983；奈 須，1990 ；奈須 ・堀

野，】99】；丹 羽，1989 ；Russell＆ McAuley ，19S6な ど）。

　 と こ ろ で ， こ れ ら達成関連感情 の 研 究群 に は， こ の

よ うな研 究史上 の 経緯 に 沿 うよ うに ， Weiner理 論の

強 い 影 響が認 め られ る 。 ほ と ん ど の 研究が Weiner 理

論の 関心 の 方向，す な わ ち 原因帰属な どの認知要因が

喚起機構 に お い て 果 たす役割 の検討 を課題 と し て い る

の で あ る 。 逆 に言え ば そ れ 以 外 の 視点 ， 例 え ば 各感情

の特徴や感情経験 全体 の 搆造 など に つ い て は ， ほ とん

ど検討 が なされ て きて い な い 。

　
一

方， 伝統的な感情研究に は ， Wei ヨ1er 理論 と同 じ く

喚起機構 を主要 な関心事 とす るもの （Arnold，1960 ；Can・

non ，1932；James，　1890；Schachter，　1964 な ど 〕以 外 に ， 感情

の特徴 ・構造を テ ーマ と す る研 究群 （Ekman ，1955；Me ・
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hrabian，198D：Plutchik，1962，198〔〕；Schlosberg，ユ954；Wa ヒson

＆ Tel］egen ，　1985 な ど〕が あ る 。 そ し て ，
こ れ らが感情経

験 の 理解 に お い て ， 喚起機構研究 と同等 あ る い はそれ

以 上 の 多大 な貢献 を して き た こ と は周知 の 通 りで あ る。

達 成関連感情研究 に お い て 喚起機構が も っ ぱ ら問題 と

さ れ ， 特徴 や構 造 が検討 の 対象 と な らなか っ た の は ，

それ が 意味が な い か らで は な い 。そ れ は，上 述 の よ う

な研究史上 の 経緯 に 起因 す る もの と推測 され る。した

が っ て ， 達成関連感情の 特徴や構造 の検討 は ， 喚起機

構の 解 明 と並 ぶ 重 要な課題の 1 つ とな る可 能性を秘 め

て い る と言え よ う。

　達成関連感情 は ， 学習行動や学業成績 を規定す る要

因の 1 つ で あ り，ひ い て は学校学習 へ の 適応 に も影 響

を与 える と考え ら れ る 。 例えば奈 須 q99G） は，中学生

の 数学学習 に お い て，定期試験で の 失敗 に対 して 無能

感 やあき ら め の感情喚起 が強 い 者 ほ ど，後続の 学習行

動が起 こ 「y に くく ， 結果的に次回の 定期試 験成績 も低

く抑 え ら れ る こ と を見出 し て い る 。

→
方 ， 原因帰属そ

の 他 の 認知変数に 介入す る な どして，こ の よ うな 不 適

応 的 な感情 反応 を抑え，行動や 成績の 改善 を図 る実践

的方策 も考案 さ れ て き た （Foersterling，19B5 ）。

　 こ れ ら の諸研究は教室場 面 に お ける学習者の適応を

考え て い く上 で 示唆 に 富 む も の で あ る が ， 従 来 の 検討

の 多 く は個々 の 感情 をば らば らの もの と し て 進め られ

て お り，一人 の 学習者の 感情経 験全体 と し て 考察を試

み た もの は 目下の と こ ろ見 当た ら な い
。 し か し ， 現実

に は 学習者は複数の 感 情を感 じて い るだ ろ う し， 各感

情 の 間 に は様 々 な 相 互 依存関係 が存在 して い る か も し

れ な い
。 し た が っ て ， あ る不適応的な 感情を抑制す る

指 導 が ，別 の 感情 に 思 わ ぬ 影響 を及 ぼ す可能性 も考え

られ る 。 実際 の 教室場面 に お い て ， 子 ど もの 意 欲 を高

め る べ く教師が声か けな ど の 指導 をす る際 に は，こ の

よ うな問題 に つ い て も十分配慮す る 必要 が あ ろ う。そ

の ため に も ， 達成 関連感情相互の 関連や感情経験全体

の 搆造に 関す る 知識 が不可欠 で あ る と考 え ら れ る 。

　 以 上 の よ う な研究史的並 び に 実践 的問題 意識 か ら ，

本研 究 で は ， 達成関連感情 の 特徴 ・構造に関す る探索

的検討を試み る 。 具体的 に は ， 奈須 ・堀野 （1991） が 抽

出 した12の 達成関連感情 に つ い て ， 以下 の 2 つ の 観点

か ら検討 を行 う。

  内包的意味 の観点 か ら ：SD 法 を用 い ， 各感情 が

持 つ 内包的意味を手が か り に t 達成関連感情 の特徴 ・

構造 を探索す る 制 究 D 。

  関係構造の観点か ら ： ク ラス タ
ー

分析 を用 い ， 感

情相互 の 関係性 を手 が か りに ， 達成 関連感 情全体 の 構

造 を検 討す る 冊 究 ID。

研　究　 1

　対象 の 持 つ 内包的意味 ， わ けて も情緒的意味の検討

に 際し て ． 心理学 で は しばしば Osgood ，　Suci＆ Tan −

nenbaum （1957） が 開発した SD 法 が 用 い ら れ て きた 。

オ リジ ナ ル の SD 法で は ，
い か な る対象 の 内包的意味

の 抽出に お い て も， 評価 ，活動性 ， 力量 の 3 次元が必

要 か つ 十分 な次元 と さ れ る 。

　
一

方 ， 感情の構造 に 関す る諸研究に お い て も ，
そ の

表現 こ そ微妙 に 異な る もの の ， 基本的 に は 3 つ の次元

の 存在が示 されて き て い る （Bl。 ck ，1957 ； Bush，1973 ；

Russe］1＆ Mehrabian ，1977 ；Schl。sberg ，1954＞q そ こ で は ，

諸感情 の 顔 面 へ の 表出あ る い は代表 的な感情表現語の

異同が 分析 さ れ た 。 そ の 結果 ，快一
不 快 ， 賦活水準（緊

張
一

睡 眠，覚 醒一無覚醒 ）， 注 目
一
拒否 伎 配

一
服 従 ）の 3 次

元 に よ っ て 感情 の構 造 を記述 し ， ま た 各感情 を特徴 づ

け る こ と が で き る との結論 が導 か れ て い る。そ して ，

こ の快
一

不快，賦活水準 （緊 張
一
睡 眠．覚醒

一無 覚醒 ），注

目一拒否 伎 配
一
澱従） と い う 3 次元は ， そ れ ぞれ ， SD

法 に お け る 評価 ， 活動性 ， 力量 に 対応す る と考え ら れ

る （Osgood ，1966；Russell＆ Mehrabian，1977）。

　 そ こ で本研究 で は ，
こ の 3 次元 で構成 し た SD 尺 度

を用 い ，内包的意味の観点か ら達成関連感 情 の 特徴 ・

構造 を検討す る。こ れ に よ り ， 各感情 の特徴 を浮 か び

上 が らせ る と同時に ， 感情
一

般 に っ い て提唱 さ れ て き

た 3次 元構造 が ， 達成関連感情 に もあ て はまるか 否 か

を検討 す る。

　 方法

　 講査対象　大学生 224名 。後述 の よ う に 56名 ず つ の 4

群 に分け た 。

　 調査の 概要　12の達成関連感情に つ い て，奈須 ・堀

野 q99エ〕が作成 し た 感 情語 リ ス トの 中か ら，各 2 語 を

SD 法の コ ン セ プ ト （評 定対 象）として抽出 し た （TABLE

L参 照 ）。そ し て ， 各 コ ン セ プ トに 対 し て 抱 い たイ メ ージ

に 基 づ き ， 18項 目か らなる SD 尺度へ の評定を求 め た 。

SD 尺度 は ，
　 Osgood ら （19571 に お け る評価 ， 活動性 ，

力量 に 対応す る ， 快 一不快 ． 覚醒
一

無覚醒，支配
一
服

従の 3 次 元 か ら構成 され て い る 。 評定に際 して は ， 奈

須 ・堀野 （1991 ＞ と同様 に仮想場 面 の シ ナ リオ を 用 い
，

そ の 場 面で の 登場人 物の感情経験の 表現 とし て 各 コ ン

セ プ ト を提示 す ると い う手続 を と っ た 。 こ の よ うに し

て得た SD 評定の各次元の値の パ タ ン を検討 す る こ と

に よ り， 各 達成 関連感情の 内包的意味に お け る特徴 及

び 達成関連感情全体 の 構造 に つ い て 考察を加 え る 。

一 71 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

434 教 育 心 理 学 研 究 第4Z巻 第 4 号

TABLE　1　達成関連感情の感情語リス ト 僚 須 ・堀野 ， 1991）

暇 面｛5騙 ， ゐ諱 夫敗場面〔i碁情，34語）

  よろこLt：やった
一，気分がいい

　 うれしい，よろこび，よかった

  　おどろき：憲昇だ，信じられない

　 本当かなあ，　寂はどうなるかと不安，　うっ

　 そ
一

  翫鵠襃・向上心：がんiま一，t：n・VtSあot ：

　 btんばってよかった，郡んifっ たかちなあ

　 やればできるんたなあ，今度もがんばろう

 　承認への潮待：先生によろこんでもらえる

親にほめうれるぞ，はやく畿に冕ぜたい

先生にほめられるぞ，親によろこんでもら

　 旦

  IP・EAへ の齲 ：このくらい；tbt：ri2

　 えだ，自分は頭がいい

　 嶷 にどう畧われるだろうか

他の人の成量1よどうだっ た人だろう

自蟄したい気持ら

  　不諭快
・
困惑：情けない、最悪，シs ック

　 彗しい，いやだなあ

  　無籃慈：がんばってもだめなんだ，劣寺薯

　 自分rl頭がわるい，自信がなくなっ た

　 自分はなんてだみなやつな人，だ

  罸の予慈：先生Zh’こらオしる

　 先生に申し訳ない，殺紀おこられる

　 義に申し訳ない，親9見せたくない

  　後侮：もっ ヒがんぱればよかっ た

　 がんぽればも7 とやれたのに

　 どうしてもっ とがんばらなかったのか

　 今度はがんばろう，がんばらなければ

  おどろき；まさか1 信じられない，あぜん

　 びっ くりした，どうしてだろう

  　くやしき：｛やしい，ちくしょラ，残念

　 1そ
一
とい う気持ち，i・；っか ワ

  1　あきらめ：まあいいや，こんなものだろう

　 や っぱりt しかノこがない

K下轟を付した謬r山 研究1においてSD評定の，ンセプトとなったことを表bす。
鯛 承認へ 醐 待覇 蝉 慝に算 て9，

’S’L’k ’
を酷 含めた規 瀬や舳 ： （；　61　，k

でららえる・ほめられる
・おこられる・申し訳なb｝、を罸いた。

　 ⊇ ン セプ ト　コ ン セ プ トの 抽 出 は ， 次 の 3 つ の 基準

に よ っ た 。

  奈須 ・堀野 q991） の研究 1 に お い て ， 自由記述で の

出現頻度が相対的に 高 い こ と。

  奈須 ・ 堀野 （1991） の 研究 IIに お い て ， 相対的な因子

負荷の パ タ ン が当該因子 に つ い ては高 く， 他 の 因子 に

つ い て は低 い こ と。

  2 つ の コ ン セ プ トが ， 意味的，表現的 に あま り偏 ら

ず，あ る程度 の バ ラ エ テ ィ を持 つ こ と 。

　な お ， 奈須 ・堀野 （1991） の感情語 リス トの 中に は，

「や れば で きるん だな あ」「先生 に ほ め られ る ぞ 」 の よ

うに ，厳密 な 意味で は感 情 と は 言 い 難 く， む し ろ一
種

の認知 を表わ して い る と解釈で き る もの も若 干含まれ

て い る。しか し ， そ れ ら も純粋 な 意味で の認知そ の も

の で は な く， か な り感情 的色 彩の 濃 い 認知で ある こ と ，

教育実践的な視点 か ら は ， そ れ が 心理学的 に 見 て 認知

か 感情 か とい う区分 よ りも．達成場 面 に お い て学習 者

が自然 に感 じ て い る 「気持 ち」を表わ し て い る こ とが

重 要で ある と考 え られ る こ と か ら，それ ら に つ い て も

コ ン セ プ ト抽出の対象 と した。

　こ の よ うに し て 抽出され た コ ン セ プ トは，ユ2感情 ×

2語 の 都合 24とな り， こ の 24の コ ン セ プ トに 対 し SD

評定 を繰 り返す こ と が 求め られ る 。 調査実施 に 先立 ち，

予備的に 7名の大学生 に 24コ ン セ プ トす べ て に対す る

SD 評定を求め た 。 そ の結果 ， 要 す る時間や 作業量 負担

の 大 き さ ， 同 じ尺度 に繰 り返 し 回答す る こ と に よ る不

真面目な回答 な ど の問題 が あ る こ と が わ か っ た 。 よっ

て ， 同
一

被験者 に 24コ ン セ プ トす べ て に 評定 を求 め る

こ と は 困難で あ る と判断 し た 。 そ こ で
， 本調査実施 に

際 して は ， 被験者を ラ ン ダ ム に 56名ずつ 4群 に 分 け ，

各群の被験者に 対 し 6 コ ン セ プ トへ の 評定を求め る こ

と に した 。
こ の よ うな手続 に は ， 結果に対 し人 と状況

の要因が 交絡 して 影響を及ぼ す点 で 問題 が あ る 。 し か

し，大量 の 評定 を要す る感情 の 構造研究で は ， しば し

ば同様 の調査手続が とられ て お り 綱 え ば，松山・浜 ・川村・

三 楓 1978；Mehrabian ，　1980 ；寺 崎 ・岸本 ・古賀，1992 ）．い ず

れ の研究 に お い て も，こ の こ と が結果 に 大 きな影響を

及ぼ し た との 報 告は な い
。 問題 は残 る が ， こ の よ うな

諸研究 の結果 も参考に し，次善 の策 と し て，こ こ で は

上記の 手続 を採用 した。

　 コ ン セ プ トの 提示文脈 （シ ナ リオ ） 成功・失敗及 び コ

ン セ プ トの違 い に よ っ て 24種類 の シ ナ リオ が ある。 シ

ナ リオ の 1例 を示す。

　「今 日 ，
A 君の通 っ て い る高校 で は ， 先 日行わ れた定

期試験 の 答案が 返却さ れ ます 。 A 君は ある科 目 の試験

成績が 気が か りで した 。 と い うの も， そ の科 目の試験

成績 が よ い か わ る い か は ， 彼 に と っ て とて も重要な こ

とだ っ た の で す。A 君 の 名前 が 呼ば れ ，先生 か ら答案

が手渡 され ました 。 A 君 は答案を受 け取る と ， ま っ さ

きに 成績 〔点 数）を見ま し た。A 君の成績は と て もよい

成績 で し た 。 A 君 は
， 「や っ た 一

」 と思 い ま した 。 」

　 コ ン セ プ トは ， 最後の 1文 の か ぎ括弧内の感情表現

に よ っ て 提 示 さ れ る 。 ま た ， 失敗感情が コ ン セ プ トの

場合に は ， 最後 か ら 2 番目の 文の後半が 「とて もわ る

い 成績で した」に変る 。

　調査内容　Mehrabian 　q980）， 岩下 （1983）な どを参

考に ， 3 次元各 6項 目 ， 計 18項 目か ら な る SD 尺 度 を作

成 した （TABLE 　2参照 ）。 こ こ で は，
　 Mehrabian （1980＞

に な ら い
， 各次元 を快 一

不快 ， 覚醒一無覚醒，支配
一

服従 と名づ け て お く。そ の 場面 で の 登場 人物の 感情経

験 の 表現 （コ ン セ プ ト）か ら 受 けたイ メ ージ に基づ き， 各

項 目に つ い て 7 段階 で 評 定 を求 め た 。 な お，SD 尺度 に

付す程度 を表わ す副詞 と し て は 「と て もj「か な り」「や

や」 を用 い
，

ニ ュ
ー トラ ル な反応 の段階 に は 「どち ら

ともい え な い 」を付 した。

　手続 調査 は ， す べ て の 調査内容 を 1 つ の ブ ッ ク

レ ッ トの 形 に整 え て 配付し，集団式 ， 無記名 で 実施さ

れ た 。 評定の 実施 に 先立 ち ， SD評定の や り方 に つ い て
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TABLE　2　SD 尺度の 因子分析結果 〔バ リマ ッ クス 回転後の 因子負荷量）

項 目 I　　　 II　　 皿【　 共通性

不諭快な　　　　愉快な
，
　　　　　　　　　 ．92　　．11

満足な　　　　 不満足な　　　　　　　　．92　　 ．12

幸福な　　　　　不幸な　　　　　　　　　　．91　　 ．12

苦しい 　　　 　楽しい
’
　 　　　 　　　 ．舉）　 　，16

希望に満ちた　 絶望した 　　　　　　　　．S9　　．21

うんざりした　　くつ ろい だ
唖
　　　　　　 ．80　　．25

支配してい る　　支配されてい る　　　　　 ．23　　 、OS

受動的な　　　 能動的な
’
　　　　　　　 ．1S　　．66

服従的 な　　　 支配的な
’
　　　　　　　 ．13　　 ．66

自律的な　　　 誘導的な　　　　　　　 ．15　　．64

独立 した　　　 依存 した　　　　　　　　　D5　　 ．6！

影響さ れ る　　　影響す る 　゚　　　　　　　　、07　　 ，42

興奮した　　　 おだやかな　　　　　　　 ．Ol　　 ．12

静的な　　　　 動的な
拿
　　　　　　　　　 20　　 ．39

おちつ い た　　　刺激 された
拿
　　　　　　

一31　
−．04

ね むそ うな　　 すっ か り目をさました
，

　　 ．13　　．36

敏感な　　　　　鈍い 　　　　　　　　　　
一．03　　．26

はっ きりとした　ぽ んや）とした　　　　　　 、29　　 ．37

．01　　 ，B6

．04　 　 、86

．04　　 ．94

．04　　 ．84

．IO　　 ．85
−、06　　．？1

．14　 　 ，53

、29　　．55
、3d　　 ．s7

．23　　 ．49

、24　 　 ，43
−，oユ　 　 ．ls

．75　 　 ．58

．70　　 ．6B

，63　 　 、49

．59　　 ．49

．56　 　 、3呂

．53　　 ．io

因　 子　 寄　 与 5．13　　2．97　　2、7！1　 1D，別

X   　右か たにアスタリス クを付 した項目は逆転項目である。

  各項目は
，仇 覚醒，支配の 方向で得点が高 くな るよ うス コ ア リン グされ た。

若 干 の 説明 が な さ れ た 。実施 場所 は大学 の 講義室。所

用 時間は30〜40分 であ っ た 。

　結果 と考察

　 SD 尺 度の 因子分析結果　ま ず ，
　SD 尺度 の 各項 目に

つ い て ， それ ぞれ
一 3 か ら 3 の値 を順次与 え た 。 ス コ

ア リ ン グ は，項 目作成時 の 予測 に 基 づ き，そ れ ぞ れ ，

快 ， 覚醒 ， 支配の 方向で値が正 とな るよ う行 っ た 。

　次 に ， 主因子法 に よ る因子分析 を ほ ど こ し ， 仮説に

基づ い て 3因子 を抽出した
。

こ れ に ，バ リ マ ッ ク ス 回

転 を行 い 因子 の解釈を試み た と こ ろ ， 予測 され た 3因

子 が得 られ た。バ リマ ッ ク ス 回転後の 結果を TABLE 　2

に 示 す 。

　 TABLE 　2 よ り，第 1 因子 は ， 「不愉快な
一
愉 快 な」「満

足な
一

不満足な」「幸福な
一

不幸な」「苦 し い 一楽 し い 」

「希望 に 満ち た
一
絶望 した」「うん ざ りした

一
くつ ろ い

だjの 各 項 目 に 高 い 因子 負荷量 を 示 し て い る 。 したが っ

て ， 第 1因子 は快
一

不快 の 次 元 を表わす因子 と考 え ら

れ た 。 第 II因子 は ， 「支配 し て い る
一

支配 さ れ て い る 」

「受動 的 な
一能動 的な」「服従的な 一支配的な」「自律的

な
一

誘導的 な」「独立 した
一依存 した 」「影響 さ れ る 一

影響す る」 の項 目群に お い て そ の 因子負荷量 が 高 い 。

こ の こ と か ら，第 II因子 は支配 一服従次 元 の 因子 と解

釈で きる。第IIIPO子 に つ い て は，「興奮した
一

お だやか

な」「静的な
一動的な 」「お ち っ い た

一
刺激され た 」「ね

む そ うな
一

す っ か り目を さま した」「敏感 な
一鈍 い 」

「は っ きり と し た 一ぼ ん や り と し た 」の 各項 目に お い て

高 い 因子 負荷量 が示 さ れ て い る。よ っ て，第 IJI因子 は

覚醒
一

無覚醒 の 次元 を指し 示 し て い る と 考 えられ る。

以上 の結果か ら． 作成され た SD 尺度 は，予測 さ れ た 3

因子構造 を有す る こ とが 確認 さ れ た 。

　 3 次元の 観点か ら見た達成関連感情の 特徴　因子分

析 結 果 を も と に ， 3 つ の 因子 ご と に 因子 負荷 量 の 高

か っ た各 6項 目 の得点 を加算 して 6 で除 し た値 を求め ，

そ れ ぞ れ 快一不快 （第 IW 子 〕， 覚 醒
一

無 覚醒 （第 1夏咽

子）， 支配
一

服従 （第 【咽 子 〉次元 の個人得点と した。 3

つ の 次元 の観点か ら12の 達成 関連感情 の 特徴を検討す

る た め，コ ン セ プ ト ご と に ． 当該 コ ン セ プ トを評 定 し

た 56名の 各次元 得点 の 平均値 を求め，そ の平均値が ，

ニ ュ
ート ラ ル な判断を意味す る 0 に 等 し い こ と を帰無

仮説 と し た t検定 q ％水準，両 側検 定 ）を 行 っ た。各尺度

は 一3 か ら   を経て ＋ 3 まで の 値 を と る。し た が っ て ，

も し t検定 の 結 果 が 有意 と な れ ば ， そ の 次元 に よ っ て

当該 コ ン セ プ トを特徴 づ け る こ とが で きる 恫 様の 分析

を行 っ た も の と して Russell ＆ Mehrabian ，1977）。成功感情

に 関す る 結果 を TABI．E 　3 に ， 失敗感情に 関す る結果を

TABLE 　4 に 示す 。

TA 肌 E　3　SD 尺度 の 平均値 と標準偏 差 （成功感情｝

達成闘連慈情コ ンセプト 快一不快　　　覚醒
一
無覚醒　　支配

一服従

平均笹　　SD　 平均僖　　SD　　平均植　　SD

よろこび

や っ た一・il

うれしい
ca

おどろき

意外だ
tS

本当かなあ
f4

統制慈・向上心

やればで きるんだなあ
鷽

がんぱっ てよかっ た
（3

承認 へ の期待

観や先生によろこんで もらえる
P

親や先生 にほめられるぞ
”

誇り・友人への意識

2．oue　　．呂O　 L25．　 ．97　　．4Y　　．92

2．盟8

　　、58　　．8s．　 1．14　　 7i，　　76

1．31i　　．81　　．64梱　 1．04　 −．43，　 ．76

1、5Tt　 l．00　 −．20　 1．03　 −．Z呂t

　 LO6

1　7S，　　　．S9　　　　，34　　　1．17　　　　驢61°　　　，95

1fi　　　2、15　　　1．05掌　　i　20　　　　齟448　　　．？9

129°　 ］．20　　．44i　 【．齢　
一．S5i　 ］、07

2　e6．　　　　S4　　　1　62°　　　．74　　　　』18　　　1．認

自糧したい気持ち
幽

　　　　　　　L50°

　　、35　　｝．1ゼ　　．76　　．65°　　6呂

友違iこどう思われるだろうか
（s
　　 ．71°　　．胆　

一．13　 1．01　 −．7  　　、88

叢各コ ンセプbの右かたに付した英字CA〜D｝は，そのコンセプトを評定した群を，
　ta字［1

〜5）は各群においてそのコ ンセプトが何番目に評定対象となっ たかを表わす。

　 ホPくOl
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TABLE　4　SD 尺度 の 平均値 と標準偏差 〔失敗感情 ）

達成関連慈情コ ンセ プ ト 快
一
不快　　　覚醒一無覚醒　　支配

一
戳簧

平均擡　　SD　　乎均値　　S［〕　 平均値　　ED

不愉快・困惑

情けない
u

悲しげ

鑾

自分は頭がわるLs1e

自鱈がなくなっ た
“

罰の予感

蔑や先生に申し訳ない
’7

蔑や先生におこられる
M

鑾

今度はがんばろjel

もっ とがんばればよか っ た
c一

おと
’
ろき

どうしてだろ）
“

まさか
c7

くやしさ

くや しい
za

ちくしょラ
『B

あきらめ

まあいいや
El

しかたがない
m

一1．鴎 1

　 76　
−．04　　．7s　 −．3？隣　 ．蟹

一1．F1，　 72　　 ．87ぴ　 ．邸　 一．】2　　．縄

・−2．1  　 ．7Lt　 −．15　　．誌　 一．S2・　 90

−2171　 ．67　 −．44匪　 ．76　 −．邸唸　 ．92

一i61，　 紹　　　麗 　　．72　 −．7et　 73
−1．桝 8

　　r6r　　−　IO　　　．94　　−1．弔5h　　　87

一 37　 1．OT　　．5L）6

　 ．§0　　 21　　．8↓

．1萄　　　1、45　　　　　．司2°

　　1　03　　　−．05　　　t、15

．．9！，　 ．90　 −．49▽　 ．8i　 −．踟「　 、81
−1．ZZ鬘　 ．67　　1、09t　 ．卯　 一

！O　　．77

一．麗゜　1．00　　1、脚
’
　 、7呂　　 馴

‘
　 ．90

−
｝帥

．
　 ．90　　1．爭D°　 、i7　　 、7T，　 ．36

一5｛，　 les　・・i、06霍　 ．73　 −．酪 鹽
　 67

−142，　 Ti　 −．5it　 ．B］　 − 61．　 ，6「

1各コ ン セプ トの右かたに付した英字【A〜D｝は，そのコ ンセプ トを評定した群を，薮字（1

〜611 ま各群に おい てその コ ンセブ k が弾f盡目に評定対象となっ たか を表わf。
　 ・Pく．O］

　 TABLE　3 よ り．成功感情 に つ い て ま ず特徴 的 な の

は，快
一

不快次元 の値がす べ て 正 で あ り，統制感 ・向

上心 を表 わす 「が ん ば っ て よ か っ た 」を 除 い て ， そ の

検定結果 も有意 と な っ た こ と で ある 。 成功 とい う事態

そ の もの が ， そ こ で喚起 さ れ る感情 の 快な特質 と結び

つ い て い る の だ と解釈 で き よ う。

　次 に ， 感情 ご とに 結果 を見て い く。

　 まず，よろ こ び に つ い て は， 2 つ の コ ン セ プ トを 通

し て 3 つ の次元 す べ て が有意 な正 の値を と っ て お り，

こ の 感情 が 快，覚醒 ， 支配 と い う特徴を有す る こ と が

示 された。特に ， 快一
不快次 元 に お い て は ， そ ろ っ て

評定値が 2 以 上で あ り， こ の 感情が と りわ け強 い 快 の

状態を表わす こ と を示 し て い る 。 ま た ，支配 は ， Schlos・

berg （］954）に お け る 注 目 に 対応 す る特質で ， 能動的な

態度や力強 さ，寛 ぎ，勇気 な どを示 す行動傾向 と関連

が 深 い （Mehrablan ，1980＞。 達成関連感情の 動機づ け機能

を検討 した奈須 （1994）は ， よろ こ び に後続の学習行動

を促進す る は た ら きの あ る こ と を見出 し て お り， こ の

感情が 支配 の特質 を持 つ こ と は納得が い く。

　 次 に ，お どろきに っ い て は ， 快 一
不快次元 に お い て

有意な正 の値が，ま た 支配
一

服従次 元 に お い て 有意な

負の 値 が
，

2 つ の コ ン セ プ トに
一

貫 して 示 さ れ た 。 上

述 の よ うに ， 快 は成功感情全 般 に認め ら れ る特質 で あ

る 。

一
方， 2 つ の コ ン セ プ トを通 じて 支配

一
服従次元

が負の値 を示 し た の は ， 成功感情で は お ど ろ きの み で

あ っ た。 こ の こ とか ら ， お ど ろ き は服 従 と い う特質 に

よ っ て特徴づ け られ る。服従 は ， Sehlog．　berg （1954〕に

お け る拒否 に 対 応す る特質で ，弱々 し さ ， 消極性 ， 緊

張 ， 恐れ を示 す 行動傾向 と関連 が 深 い と さ れ る （Me ・

hrabian，1980）。成功 した場合 に そ れ を 「意外 だ」 と感

じ，お ど ろ きの感情 を抱 く傾向は ， そ の 人 が 失敗を予

測 し， 成功を期待 し に くい 状 況 に あ っ た こ と を暗示 し

て お り，そ の 背後 に は 自己 の 過小評価 や悲観的態度 ，

積極性 の な さ な どが 存在 して い る と思 わ れ る。そ の 意

味 で は ， 成功時 の お ど ろ き は ， む し ろ失敗時 の無能感

に 近 い 感情 で はな い か と も推測 され る 。 また ， 成功 に

対 して お ど ろ き を感 じる とい う こ と は，せ っ か くの 成

功を例外的，偶 発的な出来事 と して処 理 す る こ と を意

味す る。したが っ て ， こ の 成功 を好機 と し て 自己 を肯

定 し ， 成功へ の 期待を向上 さ せ ， 課題 に 積 極的 に 関わ っ

て い くと い っ た現実的で 適応的な対応 の 可能性を閉ざ

す こ とを導 きか ね な い 。 こ れ は ， 成功 を 素直 に 享受 し ，

次 へ の 意欲 に 結 び つ け て い くよ ろ こ び の 感情 と は ， 対

照的な心理状 態 と推測さ れ る。なお
， 達成関連感情 と

パ ー
ソ ナ リ テ ィ 傾性 と の 関連を検 討した奈 須 q993〕

は ， お ど ろ きが
， 抑鬱性 ， 劣等感 ， 現実性 の な さ ， 低

い セ ル フ ・エ ス テ ィ
ーム と関連 を持 つ 成功 感情中異 色

の 存在で あ る こ と を報 告し て い る 。 お ど ろき に 示 さ れ

た服従の 特質 は， こ れ に 通ず る も の と見 な し得る 。

　統制感 ・向上 心 の 2 つ の コ ン セ プ トに つ い て は ， お

ど ろ き と は逆 に 支配
一

服従次元 の ス コ アが そ ろ っ て 正

の値 を示 し た。また，他の 2 次 元 に お い て は
一

貫し た

結果 が 得 られ な か っ た 。 した が っ て ， 統制感 ・向上心

は ， 支配 と い う特質 に よ っ て そ の特徴 を把握 す る こ と

が で き よ う。統制感 ・向上 心 に つ い て は ， 学習行動へ

の 促進 的影響（奈須，1994＞や，統制の位置（旦OCUS ・fc。 n ［roD

に お け る内的統制傾 向 と の 関連 （奈須，1993）が 示 さ れ て

い る 。 こ こ で の結果は ， こ れ らの 知 見 と整合的に 理 解

し得 る もの で あ る。

　承認 へ の 期 待 に つ い て は ． 快一
不快，覚醒

一
無覚醒

の 2 次元 に お い て ， 両 コ ン セ プ トの 値 が有意 な 正 の 値

を示 した 。 支配
一
服従次 元 に 関 し て は ， 「親や 先生 に よ

ろ こ ん で も ら える」が 有 意 な負の値 ， 「親や先 生 に ほ め

ら れ る ぞ 」が 正 の 値を示 し た が ，こ れ は 有意 で は な か っ
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た 。 「親や先生 に よ ろ こ ん で も ら え る」 に 認 め られ た

快 ， 覚醒 ， 服従 と い うパ タ ン は ， お どろ きを表わ す「意

外 だ」 に 示 さ れ た と同 じも の で あ る 。 また ， 快 と服従

との 組合わ せ は ， 同 じ くお ど ろ き を示 す「本当 か なあ」

及 び誇 り ・友人 へ の 意識を表 わす 「友達 に ど う思わ れ

る だ ろ うか 」 との 間 に 共通な特徴 で あ る。 こ れ らの コ

ン セ プ トに 通 じ る特質 と して ， 達成 に 対す る消極的な

態度や ， 他者 か らの 評価 と い う外在的 な もの へ の 意識

を挙 げる こ とが で き よう。こ れ ら は，達成事態 その も

の へ の関与度 の 低 さ や積極性の な さ に連な る もの と考

え ら れ る 。

　最後 に，誇 り ・友人 へ 意識に つ い て は，成功感情全

般 に 認め られ る快 の 特質 の み が 明確な結果 と して 示 さ

れ ， 残 る 2次元 に 関 し て は ，
2 つ の コ ン セ プ ト相互 で

符号の 向 きが正負逆 と な っ た 。 特に 支 配
一

服従 に 関し

て は
， 「自慢 し た い 気持 ち 」 が 有意な正 の値 を． 「友達

に どう思 われ るだ ろうか 」が 有意な負の 値 を示 して い

る 。 そ も そ も誇 り ・友人 へ の 意識 は ， 自己 の 優 秀 さを

外部に ア ピー
ル し た い と い う気持 ち （「自慢 した い 気持 ち 」

に 代 表 さ れ る ）が ある
一

方 で ，そ れ が友人 か らの 好 まし く

な い 反応をも た ら し か ね な い と い う危惧 （「友達 に ど う 思

わ れ る だ ろ う か」に 代 表 さ れ る）と裏腹で あ る とい う複雑 な

感情 を 示 す も の と考え ら れ て い た （奈須 ・堀 野 1991）。支

配
一

服従次元 に 関す る こ こ で の 結 、果 は ，
こ の 2種類 の

感情 の問に お ける気持ち の
“
ゆ れ

”
の 現 わ れ と解釈 で

き よ う。

　 一方，失敗感情に つ い て は ，
TABLE 　4 よ り， ま ず ，

快
一
不快次 元 の 値 が ， 成功感情 と は 対 照的 に す べ て 負

で あ り， 後悔を表 わす 2 つ の コ ン セ プ トを除 い て
， そ

の 検 定結果 も有意 と な っ た 。 失敗 と い う事態そ の も の

が ， そ こ で 喚起 され る感情の 不快な特質 と結 び つ い て

い る の だ と解釈 で きる。

　 次 に
， 感情 ご と に 結果を見て い く。

　 まず， 無能感 に つ い て は ， 不快 ， 服従 と い う特質 が

認 め ら れ た 。 特 に ， 不 快の 値 が 2 を越え て い る の は ，

今回用 い た24の コ ン セ プ トの 内 ， 無 能感 に 関 す る 2 っ

だ け で ，
こ の 感 情 が 高 い 不快性に よ っ て 特微づ けられ

る こ と を示 し て い る 。 ま た ， 服従 は， こ の 感情が 弱 々

しさや消極性 と い っ た特質を持 っ て い る こ と を示 し て

い る D 中学生 を対 象 に 達成関連感情 と学習行 動 の 関係

を調査 し た奈須 ｛1990）は ， 無能感 が 後続の 学習行動 を

揮制 す る こ と を見出 し て お り，
こ こ で 示 され た服従の

特質 と合致す る 。

　 な お ，欧米に お い て 同様 の感情 と し て取 り扱わ れ る

こ との 多か っ た あ き ら め と の 対比 に は興 味深 い もの が

あ る 。 あ き らめ の感情 に は， 2 つ の コ ン セ プ トを通 じ

て ， 不快 ， 無覚醒 ，服従 とい うパ タ ン が認め られた。

支配
一

服従次元 で は ， 両感 情聞 に は大 きな違 い は な い
。

しか し ， 残 る 2 次元 に 関 する結果 は ， あ き ら め の 方 が

椙対的 に 不快度が低 く，覚醒度 も低 い こ とを表わ し て

い る 。
つ ま り， 無能感 と同様 に 服従 ， す な わ ち弱々 し

く消極的で ありな が ら ， 相対的 に 不快 の 度合 い が低 く，

覚醒度 も低 い
“

さ め た
”

感情 と い うの が ， 無能感 との

対比 で 見た あ きらめ の特徴 で あ る。 両感情 とパ ーソ ナ

リテ ィ と の 関連 を調 べ た 奈須 11993）は ， 外的統制傾 向

との 関連 は双 方 に 認 め られ る が ， 抑鬱性や劣等感 ， 低

い セ ル フ ・エ ス テ ィ
ーム との 関連 は無能感 に つ い て の

み 示 さ れ る こ とを報 告 し て い る 。 こ の結果は ， あ き ら

め が ，自分の 努力で事態 を改 善 で きな い と思 っ て い る

に もか か わ らず ，そ れ が憂鬱な 感 じ や 劣等意識，自己

卑下 の思 い と結び つ い て い か な い ，ある意味で楽観的

な ， あ る い は 状 況 へ の 自我関与が低 い と い う特質 を持

っ こ と を示唆 して い る。本研究で 示 さ れ た相対的な不

快度，覚醒度 の 低さ は ，
こ の 理 解を裏づ け る も の と言

え よ う。

　罰 の 予感 に つ い て は，不快，服従 と い うパ タ ン が得

ら れ た。特 に 「親や先生 に お こ られ る 」 に 認め られ た

一1．45は ， 今回 の 24の コ ン セ プ ト中， 最も強 い 服 従 の

度合 い を 示 す 値で あ る。他 者 の 評価 に 関わ る感情 とし

て は ， 承認 へ の 期 待 の 「親や 先生 に よ ろ こ ん で も ら え

る」， 誇 り・友 人 へ の 意識 の 「友達に ど う思われ る だ ろ

うか 」 に お い て も服従の 特質が 示 され て い る 。
こ の こ

と か ら， 他者 の 評価 に関わ る感情 は ， 成 功 ・失敗の場

面 を越え て ， 服従 に よ っ て 特徴づ け る こ とが で きよ う。

　 後悔 に 関 し て は ， 覚醒
一
無覚醒 に お い て 有意な 正 の

値 が ， ま た快
一

不快 に お い て，失敗感情中唯
一

負 の 値

が有意水準に 達 し な い と い う結果 が 得 られ た 。 2 つ の

コ ン セ プ トと も に覚醒 を示 した の は ， 失敗感情 に お い

て は ， 後述の くや しさ と こ の 後悔の み で あ る。した が っ

て ， 後悔 は相対的に 覚醒度の 高 い 感情 と見な し得 る 。

ま た ， 失敗感情中唯
一

不快 と い う特質 が示 されな か っ

た こ と か ら ， 後悔が，失敗 を単 に ネ ガ テ ィ ブ に の み と

ら え る の で は な い 感情で あ る こ と が うか が え る 。 後悔

は ， 失敗 に 際 し，そ の原因や そ こ か ら学 ぶ べ き点 に 意

識の中心 を移 し， 気持 ち を切 り換え る と い っ た はた ら

き を伴 うの で は な か ろ うか 。達成場面 に お い て ， 失敗

経験 をネガ テ ィ ブな こ と と の み と らえず ，
そ の 情報的

側 面に 注 目す る こ との 重要性は し ば し ば指摘され る と

こ ろで ある 崛 野 ・制 1レ 奈 須 ，1990）。そ の よ う な 行動傾

向 ・認 知傾 向を よ り感情的な側面に 注 目 して表現 し た
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　も の が ， ある い は後悔 に 相当す る の か も し れな い 。

　　くや し さ に 関 し て は ， 2 つ の コ ン セ プ トに一
貫 して ，

不快 ， 覚醒 ， 支配 の パ タ ン が認め られた。覚醒
一
無覚

醒次元 に お ける1．90， 1．80と い う値 は ， 24コ ン セ プ ト

中最高の値で あ る。また ， 失敗感情 に つ い て 支配
一
服

従次元 の値が有 意 に 正 と な り支配 の 特質 が 示 さ れ た の

は，くや しさ が 唯一で あ る。し た が っ て ， くや しさ は

覚醒度の 極め て 高 い
， また力強さ の ある感情 と い う こ

と が で きよう。奈須 ｛1994 ）は
， くや し さ の感情が 後続

の 学習行動に対 し促進的影響を与 える こ とを見出して

お り，こ こ で の 結 果は，これ と整合 的な も の と言え る。

　 なお
， 不愉快 ・ 困惑 とお どろ き に つ い て は ， 快

一
不

快次元 に お い て の み 明瞭 な結果が 得られ た 。 た だ し，
こ の 不快の値 も他の感情 と比 べ て と りわ け高 い とい う

訳 で は な い 。 したが っ て ， こ の 3 次元 の 観点 か ら こ れ

ら 2感情 を特徴づ け る こ と は
， や や困難と 思 われる。

　 以上 ， Osgood ら （1957） が提唱 し， また感情 の搆造

研究で も指摘され て きた 3 つ の 次元 を用 い て ， 12の 達

成 関連感情の特徴 を検討 して きた 。 そ の結果， こ れ ま

で の 喚起機講に偏 っ た研 究動向か ら だ け で は析出さ れ

に くい 知見 が 多数得 ら れ た。よ っ て ， 達成関連感情 の

特徴 を検討 す る こ と は，達成 関連感情 に つ い て の 理解

を深 め る に あた り，重要 な課題 で あ る こ と が 確認で き

た と考 え ら れ る 。

　 3 次元 の 観点か ら見た達成関連感情の 構造　次 に ，

各次 元 ご と に 結果を概括 し ， 感情
一

般 に つ い て提唱 さ

れ て きた 3 次元構造が ， 達成 関連感情 に も あ て は ま る

か 否 か を検討す る。

　 まず， 快一
不快次元 に お け る判 断 は ， 成功 ・失敗 と

い う事態 そ の もの に 依存 し て い た。唯
一

の 例 外 は 失敗

場 面 に お け る後悔 で あ り，
こ の感情が ， 失敗 と い う不

快 に 感 じられ て しか る べ き事 態 へ の 合理的 ， 適応的対

処に 伴 うもの で あ る こ と を暗示 して い る。また ， 欧米
に お い て 同様の 感情 と見な さ れ ，

一
括 して 扱わ れ て き

た無能感 とあ きらめ の 微妙な違 い を際立 た せ る の に も，

快
一

不快次 元 は有効 であ っ た 。

　次 に ， 覚醒
一無覚醒次元 に つ い て は ， くや し さ や よ

ろ こ び に お い て値が 高 く，あ きら め に お い て低 い 値 が

示 され た 。 くや しさは ， 不満や 自己 へ の 怒 りを表 わ す

と考え ら れ て い た 僚 須 ・堀 野 199D が
， そ の よ うな感

情 の 覚醒度が 高い こ と は納得 の い くと こ ろ で あろう。

また ， 快
一
不快次元 と 同様 ， 無能感 と あ きらめ の対比

に お い て も興味深 い 結果を提供 した。

　 こ の よ うに ， 覚醒一無覚醒 次元 は ， 達成関連感情 の

特徴把握 に 有益な情報 を提供す る。しか し ， そ の一方

で．同一
感情 を表わ す 2 つ の コ ン セ プ ト間 で 符号の 正

負が 逆の もの が 5感情 もあるな ど， 12の感情 を単位 と

した場 合 に は意味づ けに くい 結果 も得 られた 。 覚醒一

無覚醒次元 の値は ， 概念的に はそ の コ ン セ プ トが表 わ

す感情経験 の喚起強度に 対応 し て い る。と こ ろ で ， 感

情に は ， 憎悪 と毛嫌い
． 愛 と好意 の よう に本来的 に は

類似 の 感情で あ っ て も，喚起強度が 著し く異 な る場合
に は別種の感情 と して経験 さ れ る もの があ る 。 こ の 意

味で は ， 喚起 強度 は感憐の 量的側面を指 し示 して い る 。

本研究 の結果 で 言 えば ， 例 え ば 「意外 だ」の 方が 「本

当か な あ」よ りも喚起強度 （覚醒 度）が高 い 。両者 は質

的 に は， 成功 に 対す る お ど ろ き と い う同種 の感情 を表

わ して お り，喚起 強度 と い う量的側面 に お い て の み異

な る と解釈 で き る の で は な か ろ う か 。 こ の よう に考え

る な ら ば ， 他 の 2次元 に つ い て は，同
一

感情の 2 つ の

コ ン セ プ ト間 で の結果の相違が ， そ の 数及 びず れ の程

度 に お い て相対 的 に 少 な い こ と も納 得が い く。 さ らに

詳細な検討 が今 後 に望ま れ る。

　最後 に ，支配
一
服従次元 に 関 す る 結果 は

， 達成関連

感情の 動機づ け機 能 や パ ーソ ナ リテ ィ 傾性 との 関連 な

ど に関す る研究結果 （奈須 ，1990，1993，1994） と よ く対応
し て い た。動機づ け を促進 す る感情 に は ， 支配の 特質

が示 さ れ た （よ ろ こ び，統制 感 ・向上 心，くや しさ）。

一方，
動機づ け を抑制 し ， あ る い は抑鬱性や 低 い セ ル フ ・エ

ス テ ィ
ーム を伴 う諸感情 に は ， 服従 の 特質が示 され た

の で ある （成 功時の お ど ろ き，無能 感，罰 の 予 感，あ き ら め）
。

　以 上 の よ うに ， 感情一
般 の構造に つ い て 考案 され た

3次元 は ， 達成関連感情の構造検討 に お い て も有効で

あ っ た 。 と 同時 に ， 達 成関連感情 に つ い て は ， 支配
一

服従 の 1次元 の み で ， その 主要 な特質 を か な り手際よ

く整理 し，記述 し得 る こ と が 示 さ れた 。

研　究　 H

　12の感情相 互 に お け る関係性の 観点 か ら， 達成関連

感情 の 特徴 ・構造に つ い て 検討 す る 。 具体的 に は ， 大

学生 を対象に 奈須・堀 野 （1991）が 作成 し た感情語 リ ス

トへ の評定を求 め ， ク ラ ス タ ー
分析 をほ ど こ し．達成

関連感情 の 関係搆造 に つ い て ， こ れ を
・
階層 的 に 表現す

る こ と を試み る。

　方法

　調査対象　大 学生 563名 （男 子 265名 ・女 子 298 名）

　調査内容　奈須 ・堀野 （1991） が作成 した達 成関連感

情の感情語 リス ト （TA 肌 ED を用 い た。ま ず被験 者 は
，

試験 で い い 成績 を と っ た （成功場面 〕経験，わ るい 成績

をとっ た （失敗場 面）経験 を思 い 出す 偲 い 出 せ な い ，経験
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が ない 場合は 思 い 浮 か べ る）よう求 め られ る。そ の後，感情

語 リス トの各語を項 目とし， それ が各場面 で の 感情経

験 を表わす言葉 と して 「とて もあ て は まる」か ら 「ま っ

た くあて は ま ら な い 」 ま で の 6 段階で 評定 を求め た 。

　手続　調査 は集団式 ， 無記名 で 実施 された。実施場

所 は大学 の講義室 。 所用時間は 15〜 20分で あ っ た 。

　結果 と考察

　各感情 に つ い て，そ れ ぞ れ に対応す る 4 な い し 5項

目の得点を加算 し項 目数で 除 した もの を個人 の各感情

得 点 と し，12の 感情得 点 を も と に ク ラ ス ター分析 を

行 っ た D 類似性の指標 として は，
ユ

ー
ク リ ッ ド距 離を

用 い た 。類似度行列 の 更新法と して は ， 解釈上意 味の

あ る 結 果 を導 く こ とが 極 め て 多 く （高木 ・佐 伯 ・中 井，

1989 ）， 実用的と さ れ る （圓川，］98S）． ウ ォ
ー

ド法 （Ward ’
s

minifnum 　variance 　meth 。d） を 用 い た 。 結果 （デ ン ド ロ グ ラ

ム ｝ を FIGURE　l に 示す。

よ ろ こ び

統 制感 ・向上 心

不愉 快 ・困 惑

くや し さ

後 悔

お どろ き （失敗 ）

お ど ろ き 〔成 功 ）

無 能感

承認 へ の 期待

罰 の 予感

誇 り
・友人 へ の 意識

あ き ら め

2R
レahraP卜meS

一

FIG（IRE 　1　達成関連感情の関係搆造

　FIGURE　1 よ り ， ま ず達成関連 感情 は ， 大 き く 2 つ の

ク ラ ス タ
ー

か らな る構造を有す る こ と が う か が え る 。

そ して それ は ， 常識的 に 予 測され る成功場面 の 感情，

失敗場面の 感情 と い っ た分か れ方 で はな い 。デ ン ドロ

グ ラ ム の 上部 に 位 置す る ク ラ ス タ ー傑 玉 ク ラ ス ターと呼

ぶ ） は ， よ ろ こ び ， 統制 感 ・向上心 の 2 つ の成功感情

と，不愉快 ・困惑 ， くや しさ ， 緩悔 ．お どろ きの 4 つ

の 失敗感情 か らな る。一
方，デ ン ドロ グ ラ ム の 下部に

位 置す る ク ラ ス タ ー （第2ク ラ ス タ
ー

と呼 ぶ ） は，お ど ろ

き，承認 へ の期待，誇 り ・友人 へ の 意識の 3 つ の 成 功

感情 と ， 無能感 ， 罰の 予感 ， あ きらめ の 3 つ の 失敗感

情 を含ん で い る。

　 こ れ ら 2 つ の ク ラ ス タ ーの 解釈に は様々 な可能性が

あ ろ うが ，達成に 関わ る 態 度や行動 の あ り方 ， あ る い

は 志 向性 の 質 と い っ た観点か ら も 1っ の 理解 が成 立 す

る 。 第 1 ク ラ ス ターは ， 成功場面で は 「うれ しい 」「今

度 もが んばろう」 と感 じ る
一

方，失敗を意外 な こ とと

して お ど ろ き ， くや し さ や 「も っ とが んばれ ばよ か っ

た」と い う後悔 の 念を抱 く と い うも の で あ る 。 したが っ

て ， 達成 そ の もの へ の積極的 な態度 ， 高 い 達成行動の

遂行 を導 く感情か ら な る ク ラ ス タ ーで ある と言える。

逆に ， 第 2 ク ラ ス ターは
， 成功 を意外な こ と と し て お

ど ろ き ， 失敗に対 して は 無能感 や 「しか た が な い 」 と

い うあ きら め の 気持ち を感 じ る と い っ た も の で あ る。

し た が っ て ， 達成 に対 す る消極 的 な態度，低 い 達成行

動 を導 く感情か ら な る ク ラ ス ターと見な し得 る。また ，

達成事態そ の もの に で は な く，他者か ら の 評価や ， 自

分が ど う見 ら れ る か と い っ た外在的 な要因 へ の 意識を

表わ す感惰 〔承 認 へ の 期待，罰 の 予 感 誇 り
・友 人 へ の 意 識 ） も

第 2 ク ラ ス タ ーに含 まれ て い る。 Dweck （1975）の 言葉

を借 りれ ば，第 1 ク ラ ス ターは達成志向 （mastery 　 ori・

ented ）的な感情群 ， 第 2 ク ラ ス タ
ー

は無力感 志向 （help−

less・orientcrd ）的な感情群 と言え る 。 な お ，他 者 との 関係

に 関わ る 3 感情 （承 認 へ の 期待，罰 の 予感 誇 り・友 入 へ の 意

識 ） が 無能感 や あ き らめ とと もに クラ ス タ
ー

を形成 し

た こ と に は，や や 奇 異 な感 じ が 持 た れ る か も しれ な い ．

し か し， 他者か らの 肯定 的評価 を達成の基準な い し は

目標 と す る （ego
−involvement ）傾向 が ， 不適応的 な動 機

づ けパ タ ン を もたらし ， 時に は無力感 （helplessness）現

象を導 くこ とは多 くの 理 論的
・実証 的研究が 示 す と こ

ろ で あ る （例 え ば，Dweck ＆ Bempechat ，1983 ； Nich。1［s，

19S4）。

　 な お ， こ れ ら 2 つ の ク ラ ス タ
ー

へ の 分 か れ 方は，研

究 1に お け る支配一服従 ， 動機づ け へ の促進的
一
抑制

的関わ り （余須，弖990，1994），統制 の位置に お け る内的統

制 一外的統制 ，
セ ル フ ・エ ス テ ィ

ーム の 高低 僚 須，1993）

とい う各位 置 づ け と お お む ね 対応 し て い る 。 す なわ ち ．

第 1 ク ラ ス ターに 含 まれ る諸感情 に は，支配の特質，

動機づ け へ の 促進的関わ り ， 内的統制傾 向 との 関 運 が

示 さ れ て い る。 こ れ に 対 し，第 2 ク ラ ス ターに属す る

諸感情に は ， 腺 従の 特質 ，動 機 づ け へ の 抑制的関わ り，

外的統制傾向，低い セ ル フ ・エ ス テ ィ
ーム とい っ た特

徴が 示 さ れ て い る の で あ る 。 2 つ の 感情群は ，
こ の よ

うな特 質を持 つ もの として 理解す る こ と が で き る 。 そ
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し て ， こ れ ら各感情群に 示 さ れ た特質は，い ずれ も上

述の 解釈 の 妥 当性 を支持す る も の で ある 。

　次に ， 各ク ラ ス タ
ー内で の 諸感情 の結び つ き を さ ら

に 細 か く見 て い く。

　 まず ， 第 1 ク ラ ス タ
ー

は ， 成功 ・失 敗と い う場面に

よっ て 下位 の ク ラ ス タ ーが 成 り 立 っ て い る。他方 ， 第

2 ク ラ ス タ
ーで は，成功時 の お ど ろ き と無能感が 1 つ

の 結 び つ きをな し， 他者と の関係 に 関わる 3感情 〔承 認

へ の 期待．罰 の 予慰 誇 ワ ・友 人 へ の 意識）が もう 1 つ の ま と

ま りを形成 して い た 。 成功時の お ど ろ き が，成功感情

に お い て異色の存在で あ る こ と は
， 研 究 1や先行研究

僚 須，ユ993＞で も指摘 され て きた と こ ろ で あ る。こ こ で

の 結 果 は ， 先 に 予測 さ れ た 通 り，こ の 感情 が む し ろ 失

敗時の 無能感 に 近い こ と を示 して い る 。

　以 ヒ，ク ラ ス ター分析を用 い
， 関係構造 の 観点か ら

達成関連感情の構造の検討 を試みた。その 結果 ， 達成

関連感情の構造は，達成 そ の もの へ の積極的関与 を示

す諸感情 と ， 達成自体 に は消極的 ・悲観 的 で あ る と同

時に ， 他者か らの 評価 を強 く意 識す る諸感精の， 2 つ

の ま と ま り に よ っ て 把握 し得 る こ と が 明 ら か と な っ た 。

こ の 2 つ の ま と ま りに よる把握 は，達成 関連感情の動

機づ け機能や パ ーソ ナ リテ ィ 傾性 と の 関連な ど に 関す

る研究結果や ， 研究 1 の 結果 と も整 合的 に 理解 し得 る

もの で あ っ た 。

ま　 と　 め

　本研究で は，内包的意味 と関係構造 と い う 2 つ の 観

点 か ら ， 達成関連感情の特徴 と構造 の 検討 を試 み た。

　そ の 結果， まず研 究 1 よ り，感 情
一

般 の構造 に つ い

て提唱 さ れ て きた 3 次元 に よ る理 解の シ ェ マ は ， 達成

関連感情に っ い て も有効で あ る こ と が 明 らか とな っ た 。

さ ら に ， 達成関連感情 に つ い て は，支配 一服従 の 1 次

元 の み で ， そ の 主要な特質を か な り手際よ く整理 し，

記述 す る こ と が 可能で あ っ た。

　研究 IIで は，達成 関連感情の構造 を ， 達成そ の もの

へ の 積 極的 関与 を示 す諸感情 と，達成 自体 に は消極

的 ・悲観的で あ る と 同時 に ，他者 か らの評価 を強 く意

識す る諸感情 の ， 2 つ の ま とま り （ク ラ ス ター）に よ っ て

把握 し得 る こ と が示 さ れ た 。 な お，こ れ ら 2 つ の ク ラ

ス タ ーを結ぷ 軸 は ， 研究 1 に お ける支配
一

服 従次元 に

お お む ね 対応す る もの で あ っ た 。 異な る方法論に よ る

研究 問 で の結果 の
一

致 は ， 知見 の 安定性 を支持 す る も

の と考 え ら れ る 。

　以 上の 結果及 び従来 の 諸研 究 の 結果 を 総合 す る と
，

研究 IIに お け る 2 つ の ク ラ ス ター
を結ぶ 軸 ， すなわ ち

研究 1 に お け る支配一服従次元が ， 達成関連感情 の 構

造把握 に お い て は ， 最 も包括的 で主要 な次元 で あ る と

考え られ る。
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