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資　料

ジ ェ ン ダー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ 尺度の 作成

土 　肥 　伊都 子
1

CONSTRUCTION 　OF 　GENDER 　IDENTITY 　SCALE

Itsuko　DoH ［

　　The 　 purpose 　 of 　this　study 　 was 　to　construct 　a　 sca 】e　to　 measure 　 the
‘‘Gender

ldentitジ ，　and 　exam ｛ne 　its　reliability 　and 　validity ，　 First，　fifty−six 　items　were 　rated 　by
ユ84111aie　students ，　and 　fifty・seven 　items　by　454　female　studellts ．　Exploratory　factor
analysis 　yielded　three　factors．　 Three 　subsca ！es　wcl

．
e　constructed 　f匸）r　bDth　male 　and

female．　 These 　subscales 　were
“

accepting 　olle
’
s　sex 　or 　gender

”
，　 and

∠Lidentification

with 　parents
”
，　 and

‘‘intimacy 　 w ｛th　the　opposite 　sex
”
．　Each 　subscale 　contained 　ten

items ．　 Second，　Cronbach
’
s　coefficient 　alpha 　prc）vided 　some 　supports 　of　rel ｛ability 　for

each 　subscale ．　 Th ｛rd ，　confirmatory 　factor　allalysis　provided 　sorr／e　supports 　of　validity

t（， create 　thre已 subscales 、

　　Key 　words ： gender 　identity，　psychological 　androgyny ，　gender 　schema ，　reliability ，
validity ．

目　 的

　従来 ， ジ ェ ン ダー （社 会 的性 ） は，主 に 発達 心理 学 ・

青年心理 学 の 分野 で 研究 され て きた 仙 本、1984）。 そ こ

で は ， 社会化 過程 に お け る性役割 の 獲得が 問題 と さ れ
，

個人 は 自分 の 生物学的性 に 期待 された ジ ェ ン ダーを ，

い か に 内面化 し性別化す る か が研究さ れ て き た 。 そ の

よ うな ジ ェ ン ダー
の 社会化 の 理論 に は，発達 的同

一
視

理論 （Freud．192ア｝， 社会 的学習理論 （Mischel．］96S． 〕，認

知発達 理 論 （Kohtberg．1966 ） が あ る 。
　 Freud に よ れ ば

，

幼児 は リビ ドー
の 満足 の 対 象 とし て 異性の 親 へ 強 い 愛

着や独 占へ の 欲 求 を持 つ 。し か し ， 直接そ の欲求 は 満

足で き な い た め に ， 同性 の 親を同
一視す る こ とで そ の

欲求 を満 た し，性 役割が獲得 きれ る と した 。 ま た，社

会的学習理 論は ， 多 くの 性役割以外 の 行 動 と同様 ， 性

役割行動 も強化 と観察 と い う 2 つ の 学習に よ っ て 獲得

され る と した。社 会的学習理論 は ， 学習者で あ る 子供

を ， 環境 に 受動的に 反応す る も の と し て 扱 う傾 向が

【

閲西 学院大 学 〔Kwa 冂 sei 　Gakuin　Universit｝・）

あっ た 。 そ れ に 対 して 認 知発達理 論 で は ， 学習者自身

が 世界 を能動 的 に 理解す る 動機 を持 つ こ とや ，学習者

の 性の 同
一

性の 理解な ど の 知的発達 に 注 目した 。 そ し

て，そ れ らの 要 因 に よ っ て性役割が獲得 さ れ る と し た 。

　
一

方 ， 社会心理 学の領域で は ， ジ J一ン ダー
を社会 的

カ テ ゴ リー
の 1 つ と捉え，ス テ レ オ タイプ （Br−overman ，

1970） や態度 （Spence　＆　Helmrelch，1972 ）の 分 野 で 研 究が

進 め られ て き た 。 そ れ ら に やや遅れ，自己概 念 の レ ベ

ル で も ジ ェ ン ダー
の 研究 が行 わ れ る よ う に な っ た。そ

の代表 と して 挙げ ら れ る の が ， 心理 的両性 具有性 （psy ．

chol 。gical　androgyny ） の 研 究 で ある （Bem ，1974）。

　心理 的両性具有性 と は ， 個人 に お け る男性性 と女性

性の統 合で あ る 。 つ ま り， 社会 に お い て 男性 的 とされ

るパ ーソ ナ リテ ィ 特性 を自己概 念 と し て持ち 〔男性 性 ），

か つ 女 性的 と さ れ る パ ーソ ナ リ テ ィ 特性 も自己概 念 と

し て 持 つ 依 性 性 ） こ と で あ る。 こ れ は ， 男 女 に か か わ

らず ， 本来人間 として備 え る べ き入格特性を幅広 く自

己概念 と して 具有す る こ と を意味す る。そ の た め ，心

理 的両性具有性は
， 社会 的な適応 に も優れ ， ま た 心理

的 な健 康度 も高 い こ と が 示 唆さ れ て き た （Bem ，1975 ；
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Spence　et　al ，1975 ；Heilbrun ，1976 ）。

　 さ ら に ， 近 年で は ， 情報処理的観点に 立 っ た ， 認知

社会心理学 の 研 究が 蓄積 され つ つ あ る 1外 山，1ggo）。特

に ， 自己 の 内的な特性や状態に関す る 知識が獲得さ れ

た場 合，そ の 自己 の 知識 が い か に 組織 さ れ，統合 さ れ，

構造化さ れ た体系 と な る か ， さ ら に そ の よ うな知識構

造が 自己 に 関す る情報 の 処理 に い か な る 影響 を及 ぼ す

か ， と い う側面の 研究 も盛 ん に 行 わ れ て い る 制 え ば，

Markus ，1977な ど）。 こ の よ うな認 知的ア プ ロ ーチ は ， 自

己概 念 を長期 記憶内 の 1 っ の構造 として ，また能動 的

な情報処理過程 と し て 捉え直 し た もの と考 え る こ と が

で きる。す で に ， 人格 特性 に 関す る 自己概念は，そ の

特性 に関連 し た認知判断の反応時間や 人物刺激の想起

順序，行動観 察 の 際 の 認知 チ ャ ン ク の 長 さ な ど の 認知

心 理 学的 な 測 度 と対応 す る こ と が明 ら か に さ れ て い る

〔岡 本，1991）。

　 t二に 述 べ た 認知 的 ア プ ロ ーチ を と る傾 向 の 強 ま り と

と も に ，男性 性 ・女 性性
・
両性 具有性に 関す る研究 も，

様 々 な情報 を処理 す る人間の 認 知図 式 が 仮 定 され る よ

う に な っ た 。 ジ ェ ン ダー・
ス キ ーマ （gender　schema ；Bem ，

1981｝や セ ル フ ・ス キ
ー

マ ｛self −schema しa ；Markus 　et　al．，

1982 ） な ど の 概念が こ れ に 該 当 す る （土 肥，1994）。 Bem

（198D の ジ ェ ン ダー・
ス キ

ー
マ は，男性 的

・
女性 的 と

い う ジ ェ ン ダー
に 基 づ い た 対 象 の 認 知 を方 向 づ け る

｛性 別化 ）。 ま た ジ ェ ン ダー・
ス キ

ーマ は ， 個人 が 異牲 性

く男性の 場台 は女 性性，女性 の 場合 は男性性） を自己概念 とし

て 持 つ こ と を抑制す る 。 な ぜ な ら ば ，
ジ ェ ン ダー ・

ス

キ
ー

マ に よ っ て パ ーソ ナ リテ ィ 特性 が 性別化 幌 性的あ

る い は 女 性 的 と 認知 〉 さ れ る と ， 異 性役 割 の パ ーソ ナ リ

テ 4 は 自ら の 生物学的性 と は相入 れ な い と認 知 され る

か らで あ る 。

　 と こ ろ で Bemq983 ）は ， 発達的同
一視理論 ， 社会的

学習 理論 ， 認知発 達理論 を，ジ ェ ン ダー
の 社 会化 に 関

す る 3 つ の 理 論 と し ， さ ら に ジ ェ ン ダー ・ス キ ーマ 理

論を第 4の 理論で ある と位置 づ け て い る 。 厳 密 に 言 え

ば ， ジ ェ ン ダー ・ス キ ーマ 理論 は ， 社会的学習理 論 と

認知発達理論の 両方 に 修正 を加え ， そ れ ら を統合 し た

もの と さ れ る （Bem 、1983）。社 会 的学 習理論 で は，幼 児

は男 ら し さ ・女 ら し さ に 関す る知識 を学習す る と考 え

る。そ れ に 対 して ジ ェ ン ダー ・ス キ
ー

マ 理論で は，幼

児は 男ら し さ ・女 ら し さ の 知識に加 え ， 新 し い 情報に

接触す る際に ， 男女の性に 関連づ け て情報 を処理 す る

方法 も習得す る と 考 え る。つ ま り，社会的学 習理論 が

実際の 性別化 さ れ た行動の 側面に つ い て の 理 論だ と す

れ ば，ジ ェ ン ダー ・
ス キ

ー
マ 理論 は，実際 の 行動 に 加

え て ，ジ ェ ン ダー観，ある い は性別化傾向と い っ た認

知的側面 の 獲得 に つ い て の 理論で あ る と い え よう 。 ま

た，認知発達理 論 と比較す る と，性 の 同
一

性 に 基づ く

個人 の 認 知 が モ デ ル の行動 を採択す る か どうか を決定

す る と考 え る点で 両 者 は
一

致す る。た だ し，認知発達

理論 で は ， なぜ ジ ェ ン ダーが他の カ テ ゴ リー 制 え ば 宗

教 や 人種 な ど） よ りも優先的 に 自己概念 に 取 り入 れ ら れ

る の か に 対す る考慮 に 欠 け て い る。 こ れ は ， 社会的状

況 が ジ ェ ン ダーの カ テ ゴ リーの重要性 を強調す る こ と

が 原 因 と考 えた の で あ る （Bem 、1983）。こ の よ う に ，個

人 の 認知 が社会 に影響を受け て 形成 さ れ る面が あ る と

考 え る か ど うか が ，ジ ェ ン ダー ・ス キ
ー

マ 理論 と認知

発達理論 の相違点で あ る 。

　 さ ら に ， 従来の ジ ェ ン ダーの社会化理論で は ， 同性

性が い か に して 自己概念 と して 含 ま れ る よ う に な る か

に注 目し た 。 そ れ に対 し ジ ェ ン ダー ・ス キ ーマ 理論 は ，

異性 性 が い か に し て 自己概念 か ら除外 さ れ る か ，に 注

目した 。
こ の 点で ジ ェ ン ダー ・ス キ

ーマ 理 論は従来 の

社会化理論 と異 な る。しか し，ジ ェ ン ダー ・ス キ
ー

マ

理論 に し て も ， 人 は な ぜ両性具有性 を形成す る に 至 る

か に つ い て の 考察 は な く， こ の 点に お い て は従来か ら

提起 さ れ て き た 3 つ の 社 会化理 論 と変 わ り は な い 。

　土肥 〔1995＞ は ， ジ ェ ン ダー・
ス キ

ーマ 理論に よ っ て

両性具有性 の 形 成 を説明す る際 の 問題点 を 3 点挙げた。

第 1 に ， ジ ェ ン ダー ・ス キーマ の 強弱の 要因か ら だ け

で は，両性具有性 の 形成 過程 が 明確に で きな い 点で あ

る 。
ジ ェ ン ダー ・ス キーマ が獲得 さ れ る と異性性 は 自

己概念か ら排除さ れ，男性的 男性 ・
女性的女性に な る

と い う見 解 は
一

貫 して 認 め られ て い る。と こ ろ が，ジ ェ

ン ダー ・
ス キ

ーマ が 弱 い 場合 ， 両性具有的な パ ーソ ナ

リ テ ィ に な る の か ， あ る い は男 性性 も女 性性 も低 い 未

分化な パ ーソ ナ リ テ ィ に な る の か は明確化さ れ て い な

い 。第 2 に ，現実 に は 社会 で は ジ ェ ン ダー ・
ス テ レ オ

タ イ プが存在 し ， ま た 人間 は 生物学的に は男女 い ず れ

か の 単性 で あ る に もか か わ らず ， 個人 の 認知過程 に

ジ ェ ン ダー ・ス キ ーマ が な い 場 合 を想定 し て い る 点 で

あ る 。

　 そ して 本研 究 と 最 も関連が 強 い の が 第 3 の 問題点 で

ある 。 そ れ は ， あ ら ゆ る情報処理 を方向づ け る ジ ェ ン

ダー・ス キ
ー

マ が ，自己概念 の形成 に もそ の ま ま適用

さ れ て い る こ と で ある 。 し か し， 人 に は 自己概念 ， 特

に性格特性に お い て は ， 同性的 ・異性的 と して 認知 さ

れ た性格特性 の 両 方を 自己概念 と し て 取 り込 もう と す

る 自我の 働 き があ る と考 え られ る 。 土肥 〔1995）は ， こ

れ をジ ェ ン ダー ・
ア イデ ン テ ィ テ ィ と し て 概念化 し た 。
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　 ジ ェ ン ダー ・ア イ デ ン テ ィ テ ィ は，人格心理 学の 分

野で成熟 した 人格の状態 と し て提起 され た 1人格の 二

面牲」（森，1983） や 「自己」 の 二 面性 仙 本，1989） な ど

の概念 を ジ 」 ニ ン ダ ーに 関 して 適用 した もの で あ る 。 そ

れ は，ジ ェ ン ダー ・
ス キ

ー
マ を持 ち，男性的か 女性的

か と い う性別化の 認知 図式 を持 ち な が らも， 自己 の 性

格特牲に 関 し て だ け は ， 同性 に望ま れ る性格特性 も ，

異性 に 望まれ る性格特性 も，自らの 中で 統合 しよう と

す る 自我の 働きで あ る 。 ま た こ の よ うな自我の働 き は ，

自我 ア イ デ ン テ ィ テ ィ と共通 す る。自我アイデ ン テ ィ

テ ィ は ，
Er三kson が 「心理 ・社会的」ア イデ ン テ ィ テ ィ

と名づ け た こ とか ら も わ か る よ う に，社会 と個人 と の

相 互牲 （mutuality ） が 高 ま る こ とに よ っ て 確 立 され る 。

つ ま り，

一
方 で 他者 と協調 し ， 利他性 を持ち ， も う

一

方で
一

貫 し た 自己存在 の 主張 や利己性 を持 つ こ と を志

向す る （＃　ft、19B6）。 自分の 内的な世界を
一

貫 し て持 つ

こ と だ け で は な く，自分 と社会と の 関係 の 中で の 自分

の位置づ けが さ れ て こ そ ， 自我ア イ デ ン テ ィ テ ィ は維

持 さ れ て い く （鐘，199．　0）　．

　 こ の よ うな 自我 の 働 きに よ っ て
， 心理的 ・社会 的に

男 と して ， 女 と し て の ア イ デ ン テ ィ テ ィ を確立 し た場

合を考え る。す る と．異性的 と認知 し た性格特性 で あ っ

て も， 自己 存在の 主張に 必要な もの は 自己概念 と し て

受容で き る で あ ろ う。 ま た，同性的 と認知し た性格特

性 が 自分 に と っ て は 不必要 と 考 え ら れ る 場合 も， そ れ

が自分が社会的に 認め られ る存在で あ る た め に必要と

あ れ ば，自己概念 と し て 受容 す る こ と を促進す る で あ

ろ う。
こ うして ， 同性性 と異性性の 両立 し た状態 ，

つ

ま り ， 心 理 的両性具有性 に 近づ く と予想さ れ る。

　 こ の よ うな特性 を持 つ ジ ェ ン ダー ・ア イデ ン テ ィ

テ ィ は ， 以 下の特徴に よ っ て そ の確立 度が示唆 さ れ る

と考 え られ る 。

　第 1に 自己 の性 （sex と gender の 両 方） の 受容 で あ る 。

自ら の性（sex ）を受容 し て い る こ と や，こ れ ま で の 生育

歴 に お い て 自分 が 受 け て きた ジ ェ ン ダー
の 社会化 を容

認 で きた状 態 で あ る こ とが前提 とな っ て ， 同性性を獲

得す る こ と が で き る で あろ う。 さ ら に ， 自己 の 性（sex ）

を受容し て い る こ とが 前提 とな っ て，性的同
一・

性 （sex ．

ual 　identity）を失 う こ と な く， 異性性 を獲得す る こ と も

可能 と な る と考え る 。 従 っ て ， こ れ ら は ， ジ ェ ン ダー・

ア イデ ン テ ィ テ ィ の 確立 の 指標 と もな り得 る で あ ろ う 。

　第 2 に sex と gender の 調整 に 関す る問題に関与 し

て い る こ と で ある 。ジ ェ ン ダー ・ス キ
ー

マ は性格特性

を男性的か
， 女性的か の い ずれ か に性別化す る 。 た だ

し 自ら の 生物学的性 〔sex ） は男女 い ずれ か の 一方で あ

る。 こ の ような状態 に お い て ， ジ ェ ン ダー ・ア イ デ ン

テ ィ テ ィ は ， 心理 的両性具有性 の 形成 を促進 す る もの

と して 想定 さ れ る。そ の 際 に は sex と gender の 間 で

の葛藤が 生 じ る と 予想される。そ こ で ，
こ の葛藤を解

決す るため に は ， 自分の 父母が同性 モ デ ル と し て有効

で あ っ た か ， 父母 と の 同
一

化 を経験 した か ， あ る い は ，

両親間 の 人 間関係 か ら将来の 生活へ の 展望を方向づ け

で きた か な ど の経験が 重要で あ る と考 える。従 っ て ，

これ ら の経験が ジ ェ ン ダー・ア イデ ン テ ィ テ ィ の確立

の 指標 ともな り得 る で あ ろ う。

　第 3 に異性 と の間 に 親密な入間関係 を保 つ こ とで あ

る。異性 との 親 密 な人間関係 は ， 個性 を発揮 し た 異性

へ の ア プ ロ ーチ が で き る こ と や，異性選択 へ の 心理 的

な準備が で きる こ と で 形成 され る 。
こ れ ら は ジ ェ ン

ダー ・ス キ ーマ に よ っ て 形 成さ れ た ス テ レ オ タ イ プ 的

な男性性や女性性 を持つ 状態 で は高 まらな い
。 ジ ェ ン

ダー ・ア イ デ ン テ ィ テ ィ に よ っ て ジ ェ ン ダー ・ス キ
ー

マ の 見直 しが な され る こ とが 示唆 され る。従 っ て ， 異

性 との 親密性 も ジ ＝ ン ダ ー・ア イデ ン テ ィ テ ィ の 確立

の 指標 と な り得 る で あ ろ う。

　本醗究の 目的は，こ れ ら「自己 の 性 （sex と gender｝の

受容」「父母 と の 同
一

化」「異性 と の親密性 」 の 3 つ の

下位概念を仮定 し ， ジ ェ ン ダー ・ア イデ ン テ ィ テ ィ を

測定す る 青年期後期 か ら成 人期初期 向 け の 尺 度を作成

す る こ と で あ る 。

　ま た本研究で は，尺度 の構 造 を検討 す るため に ， 確

認的因子分析を行 う。 各々 の 下位尺度に 含まれ る変数

が ， 特定の 概念 （ジ ェ ン ダー・
ア イ デン テ ィ テ ィ ）を測定 し

た もの と して 関連性 が あ る と すれ ば ， 下位 尺 度 に含 ま

れ る変数問に潜在特性が な い と想定す るナ ル モ デル よ

りも，単
一

の 因子 を想定 した モ デル の 方が，適合性 は

良 くな る と仮定 で き る 。 また ， 3 つ の下位尺 度が ， そ

れ ぞ れ特定の下位概念を測定 し て い る と すれ ば，全尺

度項 目 に 単
一

の 因 子を想 定 したモ デル よ りも ， 3 つ の

因子 を想 定す る モ デ ル の 方が ， 適合性 は良 くな る と仮

定で き る 。 そ こ で本研究で は，確認的因子分 析 モ デル

を複数 用意 し，それ らの モ デル を比較す る 。

方　法

　1， 項 目の 収集 と整理

　ジ ェ ン ダー ・ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 下位概念 と し て 仮

定し た 「自己 の性 の 受容 」v 「父母 と の 同
一

化 亅， 1異 性

との 親 密性」 の それぞれ を具体化 した項目を作成 し た 。

こ の 中に は ， 男性の み に 対 して用 い られる項 目，女性

の み に 対 して 用 い られ る項 目 も含 まれ て い る 。
こ の 際 ，
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内容 が明確に表現 さ れ て い る か，さ らに 内容が重複 し

て い な い か ， とい っ た観点か ら項目を整理 した 。 こ の

結果 ，最終的 に 残 っ た項 目 （男 子 用 55項 目，女 子 用 57項 副

を予備尺度項 目と し た 。

　2． 質問紙の 実施

　調 査対象者 ：大 阪府・兵庫県内の 4 大学 （短 期大 学 ユ校

を含 む）の学生 ， 計638名。 う ち，女性が 454名，男性 が

184名 で あ っ た。

　調査項目 ：男性用 56項 日，女 性用57項目 の 予備項 目

の それ ぞれ に 対 し ， 自分 は ど の くらい 当 て は ま る か ，

を 4 件法に よ り評定さ せ た 。 選択肢 は ， 「1．ま っ た く

当て は まらな い 」「2 ，どち らか とい えば当 て はま らな

い 」「3 ．どち らか と い え ば当て は ま る」「4 ．と て も

よ く当て は ま る 」 で あ る。 得 点が 高 い ほ ど，ジ ェ ン

ダー ・ア イ デ ン テ ィ テ ィ が 強 い こ と を 示 す 。

　調査 の 実施 ：1994年 1 月，各大学の 授業時間内 に 実

施 し た。

TABLE 　1 男性用尺度項 目 と 3 因子相 関 モ デ ル の 影響

指数 （標 準化解 ）

変致書 項　 ti 漂靴 解

xto 鼠杖男に生三れて損をLた、仮転2 ．723

xlt 女として生まれた方が幸せだった，1反輯〕 ．59；

κ12喬己
．
男のくせに ．・」とい うのがll癖だっ た。（反転｝ ．7留

ゼ
L3磁 持つ割 は観 廰 ） ，騙

oxL4 男だかう、と」〕っ て蕊からよ1嵋 を受髄 。1：fi鶸

受　xl三臥が女だったら，靈は掌絞の成繧¢ ことでうるさく言わなかっ たのにと思う。：反転］　．539

容　xlS 異柱に恋愛惠信を持つ たこヒがtrL，、：員転1 、519

x［i ひ1デが生える釧よ、果として91・一“
’
か．い二とでi；ない。 、説

X［S 男∂体よゴツゴツLていてい？だ昏1艮転〕 、49！

x［9 男蘇 や ツf，i　1つ 帖 いできなくζ凄 ｝融 い、と纉に粥 された。仮軸 ．2踟

x2［l 瞬 の停iま請 った， ．矧

結　果
x
’
li脚 親・重話がけ る。 ．貅

　 1， 探索的因子 分析

　尺度項目の候補 と し て残 っ た男性用 56項目 ， 女性用

57項 目 を，そ れ ぞ れ 因子分析 ｛初 期 解 は ギ 成 分 鮒 に か け

た 。 固有値は第 3 因子 ま で が 高く， そ こ か ら急に減少

し た 。 そ こ で ，因子数 を 3 に 指定 し て 因子分析 を行 っ

た 結 果 ， 具体 的 に は
， 第 1 因子 は 異性 と の 親密性 に 関

す る項目， 第 2 因子 は性の 受容 に 関す る項目，第 3 因

子 は ジ ェ ン ダー
モ デ ル と し て の 父母 と の 同

一
化 に 関す

る 項 目が高 く負荷 し， ジ ェ ン ダー ・ア イ デ ン テ ィ テ ィ

の 3 下位概念 と対応が 見 ら れ た 。

　2． 項 目
一

下位尺度 間相関に よる項 目の 選定

　因子数を 3 に 指定 し た探索的因子分析に お い て，第

3因 子 ま で に 高 く負荷 し た 項 目 で 3 つ の 下位 尺度 を 作

成 す る こ ととした。まず ， 各下位 尺度ご とに ， 項目
一

下

位 尺 度間相関 を 求 め た 。 ま た ．因 子負荷量 の 高 い 項 目

を候補 に し て α 係数 を求 めた。そ の α 係数 や項 目
一

下

位 尺度間相関 が低 い 場 合 ， 次 の 候補項 目と入 れ 換え ，

最も α 係数の 高 い 項 目群を探索 し た 。 そ の 結果，男性

用 は TABLE 　1，女性 用 は TABLE 　2 に 示 した 10項 目ず つ

の 下 位尺度 を作成 し た 。

　各下位尺度 ご と に 各項 目得点 （4i牛法） を単純 合計 し

た も の を下位 尺 度 得点 と し た 。得点範囲 は 10点か ら40

点で あ る 。

　3． 下位尺度の 特徴 と信頼性 の 検討

　各下位尺度 ご と の平均 ， 標準偏差 ， α 係数 ， 下位尺

度間の相関係数を TABLE 　3 に 示 し た 。 α 係数 よ り，各

父　濯2 幸せ な拮羇生nttt送れるかどうか，トま自肯でしっかり考えるべ きだ。 邸1

母
　 艘3 妻とは旻年，人局蛇に弔激しあっ て生9ていくっもIIだ， ．6駈

　 弸 髓 し賢 纒 するかもし撤 II。幎団

の

　 IL」5 争きい頃．駸に学校で君できご≧をよく話しtrs
同

．513

↓弾

r？6 置ρ父・ま嚇 がある。 柵

t” 広 騰 後∂生話i湘手醗 で卸 ．どうなるかわかうな，  仮嬢 櫚

x黙 包1まどんな磊になっているか、見当t；つ く。 跚

Ill9異生に対して理想を持ってい ろ， 詠

濯O 幺まよく
一
対
一
のデートをしている。 ．s15

轍 黙 と囁 諏 は軟 かないtt 隅

共 　！．12好きな異性にアビールできる遍琶がある、 ．7］4

甑 理 生鳳 ては脚 胤 、、醗 だ、 6i1

　 x2．4　 ff3な難 に自分か結 白で鈎 L  仮勧

o
　 x［s 異生の友人が多い，
親

　 x14 窓愛することは人生で大切なことだ，
簪

．El5

．睨

6〜了

住　x誓 好きな異氈のことを橿蓋する藏性轟友人S，；」，る。 ．晒

x認 好きな異挂をぎにするこ緊張する．：反転」 謝

x39 好きな異牲に瞳ありのままの目芳を見せている。 ．431

尺度 に
一

定 の信頼性が確 保 され て い る こ とが示 され た 。

　4． 因子分析モ デ ル 間の 比較検討

　因子 を想定 し な い ナ ル モ デ ル （nullrnodel ）と単
一

因 子
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TABLE 　2

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 教 育 心 理 学 研 究

女性用尺度項 目 と 3 因子相関 モ デ ル の影響

指数 鰾 準化 解）

第 4捲 　第 2 号

　　TABLE　3 下位尺度の 特徴 と信頼性 の検討

変数名 項　 　目 驃靴 解

調1私踵女に生まれて罎をした。〔炭転｝ 曲1

xU 　男として生まれノと方が幸琶だった，（反転1 、蛎

Σ1を恋愛することiよ入生て次切なことiir・ ．諦5

牲　x13 好きを異性s〕ことを「e議するtt・EO友人がD る・ ．認1

の　sl｛ 1供を産まなかっ たら、入生の垂要な部分が欠ける。 、42［

受 価 戴 滯 り嚇 齣 い，齲 ．泌

容
，16男姓 ま励 弓たM 反転｝ ．Ni

難 用尺度 女性駅 度

隹の受容
父母との

同
一
虹

異性との

窺密性
性の受容

父母との

同一化

異性との

観密性

　平均

（標準偏差）

對 34

，ll27

．939737 ．‘

5、4631

，【

4、釧）

39．146924．64

．97

α 係数 ，715582 ．7三 ．71 ，78

崖性囎

閤 父母との同
一
北

齧異性・の縦

一

．232

，244

．2鉈
一

．2圃

、24‘

，2籾
　

一

ll7

．1娼

，H7
　−

一．Oll

，【睦8
−．Dll

Nll 恋愛についての記事をよく読む。 ．1諦

．z　IS女ならでは、の人生の楽しみを見っけたい， ．謝

x19 だい たい の出産プランがある。 ．ls2

xN 醸 の醗 よかっ た， ．4？s

x2［私曜 は話がわb・る、 ．泌

父　xL）t 観へ の反発や亜抗心が今でもある。〔反転｝ ．「函

母
　 k2　陲の家の子哄に生まれたo，　・

）た。仮転）

と

の

同

　 裏蜀 母から女としての4rき方を見出した，

．7奏

x24 親億
．
女りくせに・…　とい うのが囗癖だったL

．倣奮； 餅

xZi 灘 驍 堰 琵」に とをいっもとさ嚇 」 臨 1 5；o

．5tt3

北　i？i韻匡私が女控であるために・旅行を許可してくftない・〔反輻…i ．拐

澀 小さ噸 窪 廴 隷 鶚 に旅行へ 行越 か った、〔醺 1 ｝「
FIGURE 　1 単

一
因子 モ デ ル の パ ス ・ダ イ ヤ グ ラ ム

xN 女とい う理由で、いつ t
：家事をさせられる、仮転〕 3

織｝私はよく
一録一のデートをしてP る 下部

：3t異性との話題には事欠かない。 ．脳

異　瓢認 好きな異性にアピールできる倒姓渥ある： 、枷

徃
　 x緲 異牲に対してほ自分かろ話しb，51　b方だ，
と

　 ：y 好きな異セiに自分から告白できない、｛反転｝
LC）

　 湎 黙 の友人が多い、
毳

．鰹

i25

ゼ
鷁 き艷 こts・　bl）O ，tsofiheftせて畩 6認

性 認F好きな異ffを前にすると累蛋する・阪転〕

療 蠍 している難 の騒 ら許せる、 ．3！5

湖 谿 抑 嫐 が長つづきしない．〔反勸 謝

　　　　　　　
　　　　　　　

　　　　　 ！　

糊

　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃

FIGURE 　23 因子相関モ デ ル の パ ス
・ダ イ ヤ グ ラ ム
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を想定 し た 共分散構造 分析
2
モ デ ル （FIGURE 　1）の 比較 を

行 っ た。また，単
一

因子 を想定 し た モ デ ル と相関 の あ

る 3 因子 を想定 した共分散構造 分析 モ デ ル （FEGUkE　2）

の 比 較を行 っ た。す べ て の モ デル の全体的評価 を示 し

た X2検定，GFI（Goodness ・of ・fit　index ；Joresヒog ＆ S。 rbom ，

19S5 ）
，
　 AGFI （Adjusted　Good −ness −of ．f［t　index｝，　 AIC

（Akaike’s　 Information　Criterion；Akaike ，1974，　 i987 ） は

TABLE 　4 の 通 りで あ る。ま た ，
モ デ ル 間 の 比 較 を行 っ

た 結果 は ， TABLE 　5 の 通 りで ある 。 比較す る 2 モ デ ル

の xz値 の 差 の κ
2
検定 や AIC 値 の 低 さ な どを検 討 し

た 結果 ， 男女 と も， 単
一

因子相 関 モ デ ル の 方が ナ ル モ デ

ル よ D も全体的評価が高か っ た。また 3 因子相関 モ デ

ル の 方が単
一

因子 モ デ ル よ り も全体 的評価 が 高 か っ た。

　5， 3 因子相関モ デ ル の 検 討

　本研究 で 作成 さ れ た各尺度項 目 に つ い て ，想 定 さ れ

た 3 因子 か ら の 影響指 数 を確認 し た 。 男性 に つ い て は

TABLE 　1，女性に っ い て は T 八 BLE 　2 に ， 3 因子相関 モ

デ ル の標準化 解 け べ て の 変 数 の 分散 を 1 に 標準 化 し た時 の

推 定値 ）が 示 さ れ て い る 。 母数 の 推定値が 0 で ある と い

う帰無仮説 の 下 で の t値 を求め た 。 その 結果 ，男女 と も

に 3 因子 の い ずれ か か ら観測 変数（各 尺度 項 目）へ の影響

指数 は す べ て ，母 数 が 0 で あ る と い う帰無仮説 を棄却

で きた （P 〈 ．001）。

TABLE 　4　確認的因子 分析モ デ ル の 全体 的評価

x2　　　　df　　　　preb　　　GFI　　　AGFI　　　AIC

聖柵 ．72　 4SS　 pl　evO1　 496↓　 ．461丁　　600．下！

　 また ， 男女 と も 3因子間に は ， や や強 い 正 の相関 が

認 め られ た。具 体的 に は，「性 の 受容」と 「父母 と の 同

一一一
化 」 の 間 に は，男性で φ＝．654， 女性で φ

＝．746，

「性の 受容」 と 「異性 と の 親 密性 」 の 間 に は，男性で

di　＝．467，女性 で φ＝．623， 「父母 と の同
一

化」と 「異

性 と の 親 密性」の 間 に は ， 男 性で φ＝．503，女性で

φ
二．513とい う相 関 が 認 め られ た 。

こ の 3 囚子 間の 相

関 は，ジ ェ ン ダー ・アイデ ン テ ィ テ ィ と い う高次因子

か らの 影 響 を示 唆 す る も の と考え ら れ る。

　 ナル モデ）レ

男

単
一
因子モ デル 　　　760．鯰　　4眠l　　pC　OOOI　　．E8Si　　．N33　　 94　T3

牲
　 3因子樌闘モデル　　4鮖 73　　405　　p（，勵 1　　．丁7舘　　．i404　　

−49．〔トL’

　 プ rpモデル

女
2356些「　　　4あ　　　　P〈．O 01　　　．616T　　　　，igO3　　　］486、47

単
一
因子モデル 　　　213i紡　　諦6　　p〈．OOEII　　．666i　　，51別　　12］．4δ

性
　 3因子相閥モデル　　llSS　6S　　釦5　　p〈．OOCiL　　SO33　　．7741　　 fisb’．斜

TABLE 　5　確認 的因 子 分析 モ デ ル 間 の 比較

X
！

　　d「　　prob A】c

男 ナノ〆モデル 　対　単
一
因子モ デル　　　70973　29　P〈・001　　 ナル〉単

一
置子

性 単
一
因子モデル　対　3因子相閧モデb3M ！6　1p ＜．001単

一
因子＞ 3因子

女 ナル モ デル　対　単
一

因子モデル　　　2凪 99　2ep ’：．け0］　　 ナル 〉単
一
因了

L

性 単
一
因子モ デル 対 3因子橿関モデル 55S．δ〔1 ［ P＜OO且 単

一
因子＞ 3因了

？
サ ン ・ワ

ー
ク ス テ

ーシ ョ ン 上 の UNIX 版 SAS （＞er ．6．S7）の

　CALIS プ ロ シ ジ ャ を使 用 し た。

考 　察

　本研究 は ， 土肥 （1995 ＞ の ジ ェ ン ダー・ア イ デ ン テ ィ

テ ィ の構成概念を測定す る 尺度 を作 成す る こ と が 目的

で あ っ た。男 女 と も ， 「性の 受容」， 「父母 と の 同
一一

化 」，

「異性 と の 親 密性」の ユ0項 目ず つ か ら成 る 3 下位尺度を

作成 し た 。 尺度の信頼 性 は，一
応認 め られ た 。 ま た構

造的 ・内的考察 と し て ， 確認的因子 分析 モ デ ル 問 の 比

較 を行 っ た 。 そ の 結果 ， 3 つ の 下位尺度を設定す る こ

と の 妥当性 が 示 唆さ れ た 。 た だ し， 本研 究の 共 分散構

造 分析モ デ ル の 適 合度 は総 じて十分 に高 い もの で は な

か っ た 。 そ の た め t 本研究 で作成 され た尺度 は，ジ ェ

ン ダー ・ア イデ ン テ ィ テ ィ を測定す る 1 つ の 試み とし

て 考え る べ き で あ ろ う。

　今後，ジ ェ ン ダー ・ア イ デ ン テ ィ テ ィ 尺度 の 妥 当性

に 関 して ， 以下 に 示す検 討 が 必要 で あろ う 。

　第 1 に ，尺度項 目が ， そ の 構成概念 の 特性 を 反映 し

て い るか ど うか ，の 検討で ある 。 ジ ェ ン ダー ・アイデ

ン テ ィ テ ィ に関 し て は ， 自己 に 関 す る性 格特性 に 対 し

て の み，ジ ェ ン ダー ・ス キ ーマ の 働 きを抑制 す る こ と，

そ し て ，
ジ ェ ン ダー ・ス キ

ーマ 自体は ジ ェ ン ダー ・ア

イ デ ン テ ィ テ ィ に関わ らず存在す る こ と， ま た，ジ ェ

ン ダー・ア イデ ン テ ィ テ ィ の 働 き は ， 自我 ア イデ ン テ ィ

テ ィ と共通す る こ と を仮定 し た 。そ こ で 今後の課題 と

して は，ジ ェ ン ダー・ア イ デ ン テ ィ テ ィ とジ ェ ン ダー・

ス キーマ との 関係や ， 両性具有性 と の 関係 ， さ ら に 自

我 アイ デ ン テ ィ テ ィ との 関係に つ い て の 検討 が されな

け れ ばな ら な い 。

　第 2 に ， 作成 さ れ た ス ケ
ー

ル が どの よ うな年齢層の

対 象者 に 関す る研究で有効 で あ る か ，
ス ケ

ー
ル の 使 用

目的を明確 に した ヒで ，そ の 日的に 沿 っ た 外的 妥当性

の 検討 を行 う必要があ る。 こ れ は ス ケー
ル の 有効 な利

用範囲 を明確 に す る た め に も重 要で あ る。例 え ば，ジ ェ

ン ダー ・ア イデ ン テ ィ テ ィ は ， 青年期以 降の発達段階

で 認 め ら れ る と仮定 したが ， 成 入期，老 年期 を通 じ て

の男性性 ・女性性 ・両性具有性 を予測す る 上 で 有効 な
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尺度 とな り え る と考え られ る。

　 第 3 に ，ジ ェ ン ダー ・ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 概念を数

景的 に 捉 え る こ と の 妥 当性 に 留 意 す る こ と で あ る 。

ジ ェ ン ダー ・アイデ ン テ ィ テ ィ は，自己 と社会か ら の

要請 に 折 り合 い を つ け る も の と して の 自我同
一
性の概

念 を参考 に した もの で あ る 。
こ の 自我同 一性 の 測定 に

お い て も， そ の 達成度を 数 量的 に 測定す る方法と 並行

し て ， 質的 な測定 もされ て い る 。 例え ば ， Marcia （1966）

の 自我 同
一

性 地位 面接で は，危機 と傾倒の 経験 を し終

え た か ， 経験 の 最 中 で あ る か ， 経験 して い な い か ，な

ど の 質的類型化 を行 っ て い る 。 本尺度 と の 関連性 を探

りな が ら，ジ ェ ン ダー ・ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 測定の 際

に ， 量的な 尺度 と，質的な指標 と を相補的に有効利用

す る方法 を模索 して い く こ と も必 要 と な ろ う 。

　 と こ ろ で ， 構成畿念と そ の 測定尺度 を妥当化 し て ゆ

く際の 原則 をま と めた もの として ， 構成概念妥 当化 パ

ラ ダ イ ム （Construct　Va ］idutiDn　Parfi 〔iigm）が あ る 。 こ れ

は ， 】954年の ア メ リカ 心理学 会 で 紹介 さ れ た 「構成概

念妥 当性 」 に つ い て の議論 を ふ ま え て 発展 した もの で

あ る 。 そ の 中で ， Loevinger （］957） は ， 以下 の フ ィ
ー

ドバ ッ ク ・
ル
ープ を提起 した 。 そ れ は，  理論的考察 ，

  構造的 ・内的考察 ，   外的考察 の 3段階 を通 し て ，

構成概念の 測定尺度が 精緻 化 され ， ま た各段階で 仮説

を 支持し な い 結果 が 出た場合は ， 以前 の 段 階 に 戻 っ て

再検 討 を行 い
， そ れ に よ っ て ，構成概念 を よ り妥当性

の あ る もの に 改善 で き る，と い う も の で あ る （平 尾 ら，
1992 ＞。土肥 OY95） は ， ジ エ ン ダー・アイデ ン テ ィ テ ィ

の構成概念 を提起 し た が， こ れ は 心 理 的両牲具有性 の

形 成要因を考察す る 中で 提起 し た も の で あ っ た。本研

究 は理論的 考察 に 基 づ き，ジ ェ ン ダー ・ア イデ ン テ ィ

テ ィ の 構成概 念 に 関す る構造的 ・内的考察の 段階 の 研

究で あ っ た と考 え られ る 。 よ り妥 当性 の 高 い ジ ェ ン

ダー ・ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 概念 に す る た め に は，外的

考察 の 必要 が あ る 。
こ れ ら の 理 論的考察，構造的 ・内

的考察，外的考察段階 の フ ィ
ードバ ッ ク ・ル ープ に よ っ

て ， ジ ェ ン ダー ・ア イ デ ン テ ィ テ ィ 尺度を今後，よ り

精錬 して い く こ と が望 ま れ る 。
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