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資　料

自己嫌悪感尺度 の 作成
2

水 　間　玲　子
1

THE 　CONSTRUCTION 　OF 　SELF −DISGUST 　SCALE

Reiko　IV！IZUM ．4L

　　The 　purpose 　of　this　study 　was 　to　construc しthe　SELF −DISGUST 　SCALE ．　 h 　this
study ，　self ・disgust　was 　defined　as 　a 　feeling　that ‘’

whether 　in　fact　or 　not ，　one 　recogn 玉zes

that　nega 仁ive　feeling　or　negative 　phenomenQn 　comes 　from　himself　and 　feels　himse】f
disgusting”、　 The 　elements 　to　be　contained 　in　the　SELF −DISGUST 　SCALE 　were ： 1．
aggressioll 　for　himself，

2．　helplessness　or　discouragement，　and 　3．　self 　destruction， 21
1tems

　were 　sdectcd ．　 Alth〔〕ugh 　this　scale 　had　three　elements ，　fac亡or 　analysjs 　suggested

that　this　scale 　consisted 　of　one 　factor，　ReliabiHty　examined 　by　Cronbach ’
s　alpha

coefficient 　and 　split
−half　technique 　proved 　st】fficiently　high．　 Concep 〔ual 　validity 　was

examined 　in　 relations 　 with 　 two 　 scales 　 on 　 negative 　 self，　 self −esteem ，　 and 　 self −

consciousness ．　By　Pearg．　on
’
s　correlation 　coefficients

，　SELF −DISGUST 　was 　negatively

related 　to　self −esteem ，　and 　p〔〕sit1vely 　related 　to　other 　scaies ，　 These 　resul 亡s　showed

this　scale 　had　satisfying 　c （）nceptual 　validities ．　Bu 亡 private　self −consciousnes ／9　was
positively　related 　to　SELF ・DISGUST 　 only 　irl　male ，　 This　unexpected 　sex 　difference
and 　the　one ・structure 　of　this　scale 　were 　considered 　to　contain 　rエ1u ¢ h ｛mplication 　fで｝r

further　elaboratic 〕n 　of　a　study 　on 　self・disgust，

　　Key 　words ：self ・disgust，　reliability 、　conceptual 　vahdity 、

問題 と目的

　心理学の研究に お い て，自己嫌 悪感 に 関す る研究 は

筆者の 知 る限りで は まだ乏 し い よ う に 思 わ れ る
。 そ れ

で も生活感情の 1 つ と し て 制 え ば落合，ユ985a，1985b ） あ

る い は他の感情 の 因 子 と して ｛例 えば 宮下・小林，1981） 指

摘 さ れ て き た し
， 近年で は佐藤 （1994 ＞の 自己嫌悪感に

っ い て の 独 自の研究が み ら れ，今後 の研究が さ ら に 期

待 さ れ る も の で あ る と 思われ る 。 佐藤 は自己嫌悪感 を

広 く
“
自分 が自分で 今の 自分 を い やだ と思 う こ と

”
と

1
京 都大 学大学 院教 育学 研究科 （Fuculty　of　Education，　Kyoto

　Univers｛しy）
！

本 論 文 は 筆者 が 1995 年 1 月に 大阪 大学人 間科学部 に提 出 した

　卒 業論文 を元 に 再 度 分 析 お よ び 調 査 を 行 い ，加筆 ・修 正 した も

　の で あ る 。

定義 し，自分 の ど ん な と こ ろ をい や だ と感 じ る か と い

う要因 を解明す る 尺度を作成 して い る 。 こ の 尺度 は，

自己嫌 悪 感を 要 困 に よ っ て分節さ せ ，自己嫌 悪感（例 え

ば
“
課 題遂 行停滞 に よ る 自己嫌悪 感

”
）の 対象 と な る も の を検

討す る の に適 し て い る。だが ， ど こが い や な の か で は

な く， 全体的 に 自己 に関 し て ， ど れ くらい
“
嫌悪す る

”

方向の 評 価的感情 を 自ら抱 い て い る の か を 測定 す る尺

度 を作成す る こ とが ，本研
．
究に お け る筆者 の ね らい で

ある 。 そ の 点 で は， 生 活感情尺度 の 因子分析 の際 に 抽

出され た自己萎縮の 因子 （内 田，　1ggo）や疎外感尺度 の 因

子分析の際 に 抽出 された 自己嫌悪感 の 因子 （宮下・小 林，
1981） の 項 目が内容的に筆者 の ね ら い に 近 い も の で あ

るが
， そ れ ら は 別 の 尺度作成 の 際に偶然抽出 された因

子 に属す る項目で あ る 。 こ こ で は，筆者 の 自 己 嫌悪 感

に つ い て の 定義に 基 づ い た 自己嫌悪感尺度を作成 し，
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そ の 信頼性 ， 概念的妥当性 を検討す る こ と を 目的 と し

た い 。

　で は ま ず，自己嫌悪感 と は ， 他の 感 情 と は ど の よ う

な関係 に あ るの だ ろうか。そ の こ とに つ い て 考 え る こ

と は，自己嫌悪感 の特質 を 問 う上 で 有 意義 で あ ろ う か

ら ， そ の 視点か ら先行研 究 を概観 した 。

　落 合 く1985a，1985b）は ク ラス タ
ー

分析 を用 い た研 究

で ， 青年期に お い て は 自己嫌悪感 は 劣等感 ・
ある い は

孤独 感 と類 縁 関係 に あ る こ と， 老 年期 に お い て は無気

力感 と 類縁関係 に あ る こ と を 示 し て い る 。 返 田 （1986 ）

も自己嫌悪感 と 劣等感 とが 似 た感情 で ある として い る 。

宮下 ・小林 （1981） で は疎外感尺度の 因子 と し て 自己嫌

悪感因子 が 抽出 さ れ て い る
3。だ が ，まず，自己嫌悪感

は孤 独感 の よう に
“
自分 は 1入 で あ る

”
とい う感情で

は な く， そ うい っ た ， 例 えば
“
1人 で あ る 自分

”
を好

きか 嫌 い か とい う感情 で あ る。無気 力感 や疎 外感 に っ

い て も同じ く ， そ れ ら の感情 を抱 く自分を 好 き か 嫌 い

か と い う感情が 自己嫌 悪感 で あ る。劣等感 はそれ 自体

が 自己 の 優 劣 に 関わ る評価的感情な の で ， 自己 嫌悪 感

と の 共通点 は多い と筆者 に も思 われ る が ，自己嫌悪感

の 場 合 は
“

好 きか 嫌 い か
”

とい う こ とが 問 われ る の で

あ っ て ， 優劣が 問題 に な る の で は な い
。 ま た ， 自己嫌

悪感 は ， あ く ま で も主体が 自分 自身で あ り ， 自己 を対

象化 し て，好 き ・嫌 い と い う次元 で 評 価的感情 を 抱 く

と い う こ と ， そ し て そ の評価 の 主人 公 が 他な ら な い 自

己な の だ と い う点 で 特徴 的 で あ る。

　そ の評価的感情の 抱 き 方に っ い て で あ る が ， 詫摩

〔197B ）が青年の 自己 嫌悪 は事実的要因 よ り も観念的要

因に よ る も の が 多 い と 述 べ て い る こ と か ら ， 自分を い

や だ と い う感情 を抱 く根拠は非常に 主観的で あ り， 他

者か ら み る と，そ れ が ふ さ わ し くな い と思 え る 場合 も

あ る か と思 わ れ る 。 よ っ て 筆者 は 自己嫌悪感 を
“
客観

的事実は ど う で あ れ ，否定的 な感情 や事象が 自分 自身

に 由来す る と し
， 自分が 自分 自身 の こ と を い や だ と感

じ る こ と
”

と暫定的に 定義す る。

　 そ れ で は 自己 嫌 悪感 の 内容 に つ い て は 今 ま で ど の よ

うな考察が な され て い る の だ ろ うか 。 尺度作成に あ た

り ， 現時点で 明ら か に さ れ る 自己嫌悪感 の 持 つ 様相 に

つ い て 考 え て み た い 。自己嫌悪感 に つ い て 西平 q9ア3）

は ，

“
　fi分 の 存在 その もの が ， 着恥 ・悔恨 ・漸愧な ど の

感情 に動か さ れ て な ん と もい た た ま れ な い 気分
”

と表

現 し，自己嫌悪感 は 自己 自身 に 向 か う攻撃性 で あ り，

s
た だ し，宮下 ら は こ の 際 se ［f．contempt と い う 英 訳 を し て い

　 る。

自己 自身に向け ら れ た羞恥心 で あ る と して い る 。 詫摩

（1978）は，
“

自分 の 行動 ，自分 の 容姿 ， 自分 の 性 格 な ど

自分に 関す る も の を 眺 め た り考え た り し て そ れ に 不充

足感 を感 ず る こ と
”
を自己嫌 悪 とし， そ の と きに は

“
暗

く沈 ん だ 気分 と 自己縮小 感
”

が 体験 さ れ る と述 べ て い

る。また柏木 q988 ）の ， 内発 的動機付 け の高 い も の は

自己嫌悪感 が低 く， 外発的動 機付け の 高 い もの は 自己

嫌悪感が 高 い ，とい う結果 か らは ， 自己嫌悪感 が 主体

性や 内的能動性の後退 と関係 して い る の で は な い か と

思 わ れ る 。 以 上 の こ と か ら，自己 嫌悪感が 自己 へ の 怒

りを伴 う激 しい 感情 で あ る と同時 に ， 自己 へ の 無力感

や意気阻喪感 を伴 う感情で も あ る こ と が 考え ら れ る 。

　 また，青年期 に お い て は
“
自我 の 目覚 め

”
と い われ

る よ うに ， 自己 に対 す る意識 は 急激に 高ま り，激 し い

自己探求 が 行 われ る こ と が 知 られて い る の で あ るが ，

こ の 時 期 に お い て 自己嫌 悪 は 特に 深 刻 で あ る と詫 摩

（1978 ）は 述 べ る e そ し て，そ の 理 由と し て青年の 理 想

が 高 い と い う点 ， 自分 に 関心が あ るた め に 周 鬪 との 比

較 を 行 い が ら で あ る 点，そ し て 自分 に つ い て の 知 識が

乏 しい 点 を挙 げて い る。自己 を知 ろう と して 自己 に 敏

感 に なれ ばな る ほ ど， 自己 の 否定 的 な側面 に 気 づ き，

自分 に対 す る否 定的 な感情 で ある 自己嫌悪感 に 陥 る こ

と もあ ろ う と考 え られ る。だ が ，自己 に 対 す る思 い 入

れ や こ だ わ り が 強 い と ， 自己 嫌悪感 を 感 じ て も 自己 か

ら意識を転 じ る こ と をせ ず，む し ろ な お さ ら 自己 へ 意

識 を 向 け，自己 へ の 感情 に と ら わ れ て し ま う者 もい る

だ ろ う 。
こ れ は皮肉な こ と で は あ る が ， 福島 CL971）は

自己嫌悪感が 自己愛的傾向 と表裏 の 関係 に あ る こ と を

指摘 し て お り， ま た ， 有島 （192C］）は ，

“
憎む こ と は愛の

対極で は な く愛 の対 極 は 愛 さ な い こ と だ
”

と い う洞察

を し て い る。自己嫌 悪感 は 自分 に 対 して い や だ と 思 い

な が ら も自己 へ の 関心 の 高さ や 自己 へ 向か う エ ネ ル

ギ
ー

の 強 さ を表 わ して い る 複雑 な感 情 で あ る と考 え ら

れ ， む し ろ そ れ こ そ が 自己嫌悪感の 本質な の か も し れ

な い と も い え る。そ れ が ，時 に は人 を自殺 に ま で い た

ら せ る こ と もあ りう る の で あ る （例 え ば桐 田 ，1992 ； シ ュ

プ ラ ン ガ ー，1E63）。 も ち ろ ん ， 自己嫌悪感の 持 つ エ ネ ル

ギー
の 積極 的意味 を提案す る 言及 も見 られ る 篏 野 ，

1978〕が ， 自己嫌悪感 を感 じて い る そ の 時点で は ， 自己

の 深刻な動揺 こ そ が 当人 の 意識 に お い て 何よ り も重大

な問題 で あ る こ と に 違 い はな い と思 われ る 。

　 こ れ ら の こ と か ら，実感 と し て 意識 さ れ る 自己嫌悪

感 を特徴 づ け る もの と して は
， 自己 へ の 怒 り，

お よ び

自己 へ の 無 力感 や意 気阻喪感 が挙 げ られ る 。 また ， 自

己嫌悪感が 自己破壊件 に つ な が る可能性 を も考慮 に 入
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れ た い と思 う。 よ っ て ， 自己嫌悪感尺度 に は  自己 へ

の 怒 り  自己 へ の 無力感 や 意気阻 喪感   自己滅亡感の

要素が含 まれ る べ きで あ る と考え られ よ う。 こ の 3点

を本研 究で 自己 嫌 悪感 尺度 を作成 す る際 に 含 まれ る べ

き構 成 要素 とす る。

　 また ， 尺度の 概念的妥当性 に 関 し て は，内容的 に 近

い こ とか ら内田 （1990）の 生活感情尺度で 抽出さ れ た 自

己萎縮因子 の 項 目 （以 「便 宜 上
“
内田 項 目群

’
と 記述 ）お よ

び 宮下
・
小林 （19．・Sl｝ の 自己疎外感尺度 に お い て 抽出さ

れた 自己嫌悪感因子 の項 目 （ya　｝
’
，便宜 上

“
宮下項 目群

”
と

記週 ，自己 嫌悪感 が 自 己 に 対 す る 否定的 な 感 情で あ る

こ とか ら自己 に 対 す る肯定的な感情で あ る 自尊感情 ，

上述 の よ う に 自己 へ の 否定的な感情 と自意識 の 高さ と

の 関わ りが 指摘 され て い る こ とか ら， 自己 に意識の 向

か い や す い 人格特性で あ る 自意識特性 と の 関連 をみ て

検討 す る 。

予 備 調 査

　目的

　自己嫌 悪感 とい う負の 自d 体験 を測定す る た め の 項

目を作成す る 。 そ の 際，  自己 へ の 怒 り  自己へ の 無

力感 や 意 気阻喪感   自己滅亡感 の それ ぞ れ に 関わ る項

目が含 ま れ る よ うに す る。

　方法

　自己嫌 悪感 を表 現 す る 記述 を集め る た め に ，
“
あ な た

は ，

‘
自分が い や だ

’幽
自分 が き ら い だ

’
と 感 じた とき ，

ど ん な気持 ち に な り ます か
”

とい う問に対 し， 自由記

述で 回答 を求め た 。 同答者は 国立大学 の 大 学生 51名 （男

子 23名，女子 Z8名） で あ っ た。調査時 期 は1994年 9 月下

旬。

　結果

　
“

イ ラ イ ラ す る
” “

怒 り を感 じ る
”

な ど の よ う に 自己

へ の怒 O を伴 う記 述 ，

“
うん ざ りす る

” “
あ きらめ を感

じ る
”

な ど の よ う に 自己 へ の 無力感 や意気 阻喪感 を伴

う記述 ，

“
死 に た くな る

”
梢 え て し ま い た くな る

”
な

ど の よ うに 自己 の滅亡 に つ なが る記述 が 得 られ た。 こ

れ は筆者 の 自己嫌悪感尺度 の 構成要 素 に 合致 す る。そ

れ らを元 に筆者が加筆 ・修正 を し ， 自己嫌悪感 を形容

す る の に 適当 と思 われ る文章を作成 した。さ ら に ， 被

験者 へ の 配慮 と して
，

“
自分に誇 り を感 じ る こ と が あ

る
”

な ど，自己 へ の 肖定的な感情 を表現 す る12個 の ダ

ミー
項 目を加 え ， 最終的 に 40個 の 項 目を作成 し た 。

目的

本　調　査

　 自己嫌悪感 を どれ くらい 抱 くか を 測定す る 尺度 を 作

成 し ， 性差 ， 信頼性，概念的妥当性 に つ い て 検討 す る 。

概念的妥当性検 討 の 際 に は ， 内田項 目群 ， 宮 F項 目群，

自尊感情 ， 自意識特性 の 4 点 を用 い る。概念的 妥当性

検討の際の仮説は以下 の 通 りで あ る 。 内田項目群，宮

下項 目群 と は概 念的 に も 重 な る と こ ろ が 多 い の で
， 正

の相関を示 す と思われ る。そ して 自己嫌悪感に陥 りや

す くな っ て い る 時点 で は 自 己 へ の 評価的 な 意識 の あ り

方が 全体的に 否 定的 に な っ て い ると考 え られ る の で ，

自己 に 対 す る肯定的な感情で あ る 自尊感情 と は負 の 相

関 を示 す と 思わ れ る 。 また，自己 へ の 意識の 高さ と 自

己 へ の 否定 的な感情 との 関 わ り が指摘さ れ て い る の で

（例 え ば詫 摩，1978 ；牛 島．1954 〕， 自己 に 意識 の 向 か い や す

い 人格特性で あ る自意識特性 と は 正 の相関を示 す と思

われ る。な お
， 自意識特性に つ い て は，容姿容貌 や 外

見 ・行動な ど の よ う に ，他者 か ら観 察可能 な自己 の外

見や行動 な どへ と向 か う意識で あ る公的自意識 と，動

機 ・感情 ・志向 ・理念 な ど の よ うに
， それを経験 して

い る本人 に し か わ か ら な い 自己 の 内面 へ と向か う意識

で あ る 私的 自意 識 と い う 2 つ の 自意識 に よ り構成 さ れ

て い る 〔辻，1993 を参 照） の で そ れ ぞれ に つ い て検討 す

る。た だ し い ずれ も自己 に 意識 が 向か い や す い 人 格特

性 で あ る の で ， お そ ら くど ち ら も自己嫌悪 感 と は正 の

相関を示す と思わ れ る 。

　方法

　質問紙の 構成　調査 は 2 度に わ た っ て 行 われ た。調

査 1 で は  予備調査で 作成し た 自己嫌悪感 の 項目40項

目
“
い つ もで あ る ・よ くあ る ・た ま に あ る ・あ ま りな

い ・ほ と ん ど な い ・全 くな い
”

の 6 件法，  自尊感情

尺度 （llldy・松 ＃ ・山 成 1982り
“
非常に あて は ま る

”一“
非

常に あ て は ま ら な い
”

の 5件法，  自意識尺度21項 目

〔菅原，】984，）
“

非常 に あて は ま る
”一“

非常 に あ て は ま ら

な い
”

の 7 件法 ， 以一Lを す べ て 1冊 の 冊 子に ま と め て

配布 し，回収 し た 。 調査 2 で は   調査 1 に お い て 分析

された結 果採用 され た自己嫌悪感の 項目21項 目
“
非常

に あ て は ま る
”一“

全 くあ て は ま ら な い
”

の 5 件法
fi
， 

内田 項 同群 4 項 目 （内 田 199U＞
“
非 常 に あ て は ま る

”

一“
非常 に あ て はま らない

”
の 5 件法．  宮下項 目群｛宮

一 50

4Rosaiberg

の self・esteem 　 scale を 訳 し た 自尊感 情 尺 度 10項

　 目。こ の 尺度 は山本 ら （19S2）の 研 究 の 際 に 翻訳 され た。論文

　に は 記載 され て い な い が ，

“
心 理 尺 度 フ ァ イ ル

”
（堀 ・山本 ・松

　井，1994 ） に 収 録 さ れて い る e

sFenigstein
　et　aL の self −consc めusrless 　scu ］e を元 に H 本語 版

　 と して 作成 し た もの。私 的 自意識 に 関 す る項 目10項 目 と公 的 白

　意識 に 関 する項目凵項目の 21項 目か らな る。今同 は 自己 に 意 識

　 を向 け る こ と の み に 焦点 を当 て る 日的上，社 会 的不安 が 含 まれ

　て い な い 尺 度 が 適 当で あ るた め，この 尺 度 を採 用 し た。
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下
・小 林，19Bl）

“
非常に あ て は ま る

”一“
非常に あて は ま

ら な い
”

の 5 件法 ， 以上 を全 て 1 冊の冊子 に ま と め て

配布 し ， 回収 し た 。

　調査対象　調査 1 で は 東 京，京都 ， 大 阪 ， 兵庫 ， 福

岡 ， 鹿児島の 大学生 ・大学 院生 478名 （男子 198名，女子

28e名，平 均年齢は 2Ll 歳 ）。調査 2 で は京阪神 の 大学生 ・

大学院生 261名 （男 子 130 名，女子 ］31名，平 均 年齢 は 18．7歳 ）。

　調査時期　調査 1 は 1994年10月下旬
一11月上旬。調

査 2 は 1995年ユ0月下旬一11月上旬 。

　分析手続　（1）SU査 星に お け る 自己嫌悪感 の項 目に つ

い て 再度 内容分析 を し ， 通過 し た項目 に つ い て 因 子分

析 ， 弁別力お よ び信頼性 の 検討 を行 い
， 最終的な項 目

を決定 す る。  調査 2 に つ い て も同様 に，因子分析 ，

弁別力お よ び信頼性の検討 を行 う。（3｝作成 され た 自己

嫌悪感尺度 の 概念的 妥当性 の 検討 を行 う。 そ の 際 に は

相関係数 を算出し て ， そ れ ぞ れ の 尺度 と の 関連を み る

こ と と す る 。 ま た ， 性差 が み られ るか に つ い て も検討

す る。

結 果

　自己嫌悪感尺度の 作成お よび信頼性の 検討

　調査 1 よ り　 自己嫌悪感 を抱 く度 合 い を測定す る尺

度 に つ い て は ， まず挿入 さ れ て い た ダ ミー
項 目を除 き，

また ， 再 度内容分析を行 い ， 自己 嫌悪感 に 含まれ るべ

き 3 要素 に 相当し な い 項 目を除 い た。そ の 結 果 21項 目

が分析対 象 と な っ た
7

。

’‘
い つ も で あ る

”
を 6 点一“

全 く

な い
”

を 1点 と し て 得点化し た。一ヒ位 ・下位 そ れ ぞ れ

約 25％ の も の を抽 出し ， G・P 分析 を行 っ た と こ ろ ， 全

項 目 に お い て ， 1 ％水準で 上位群 が 下位群 よ り有 意 に

高 い 得点 を 示 し て い た の で
， 尺度 の 弁別力 は十分 で あ

る と判 断 され た 。 以下 ， 項 目の 番号 は便宜上調査 2 で

付さ れ た番号を用 い る 。

　男女 ま と め て 主因子法 に よ る因子分析 を行 っ た 結果 ，

第
一

因子 の 固有値が著 し く高 く （9．100），第 二 因子 の 固

有値 （1．829）と の 落差 が 大 きか っ た こ とか ら， 内容的に

は筆者 の 想定 した 3 要素 を含ん で は い る も の の こ の 尺

e
調 査 1 に お い て は 自己 嫌悪 感 を抱 く程 度，感 じ や す さ を測 定

　 する 際 に，い つ もそ う で あ る わ け で は な くと も時 と して 自己嫌

　悪 感に 陥 る 可 能性 が あ る と して頻 度 を問 う形 式 を と っ た 。 しか

　 し，質問 項 目自体 に
“……

す る こ とが あ る
”

と い う記 述 が あ

　 り，そ れ だ け で どの 程 度 自己嫌 悪感 を 抱 きや す い の か を 問 う と

　い う目的 は 果 た さ れ る と思 わ れ る。そ こ で 調査 2 で は
一一

般 的 な

　選 択肢 で あ る こ の 形式 に 変 更 した e

T
残 され た21項 目 に つ い て は心 理 学 蓴攻 の 大 学 院 生 1 名 の 協 力

　 を得，そ れ ぞ れ の 要 素 に ふ さ わ し い 自己 嫌 悪感 の 瑣 目 で あ る事

　が 確認 さ れ た 。

度は
“

自己嫌悪 感
”

とい う
一

因子 で解釈する こ と が適

当で あ る と思わ れた。（因 子負荷量 を TABLE 　I　eこ 掲載 ）。 な

お 第
一

因子 に よ る説明率は全分散 の 40．6％で あ っ た。

21項 目間 の 内的信頼性 に つ い て は ， Cronbachの α 係

数が ．931，Spearrnan・Brown の 公式 に よ る信頼性 係数

が ．903で あ り， 十分な信頼性を有 して い る と思わ れ た 。

　各項 目の 得点の 平均値に つ い て男女 に よ っ て違 い が

あ るか を調 べ る ため ，
t 検定 を行 っ た結果 ， 項 目14に

お い て の み 有意 な差が み ら れ た だ けで （t（476）＝239，p

く．05）他 の 項 目 に つ い て はそ の 差 は 有 意 で は な か っ た 。

　調査 2 よ り　
“
非常 に あ て は ま る

”
を 5 点一“

全 くあ

て は ま ら な い
”

を 1 点 と し て得点化 した。調査 1 同様 ，

上位 ・下位 それ ぞれ約 25％ の 者を抽出し ， G −P 分析 を

行 っ た と こ ろ ， 全項目に お い て ， 1％水準で 上位群が

下位群 に 比 べ て 高 い 得点 を示 した の で ，弁別 力 は十分

で あ る と判 断 さ れた 。

　主因子法 に よ る 因子 分析 の 結果，第一
因子 の 固有値

が 非常 に 高 く （10．12D）
， 第二 因子 の 固有値 G ．681） と の

．
落差 が大 き か っ た こ と か ら，や は り こ の 尺度 は・一

因子

構造 で あ る こ と が 明 ら か に な っ た
8ua −T一負荷 量 を TAELE

lに 掲載 ）。な お ， 第
．・

因子 に よ る 全分散 の 説明率 は

45．8％ で あ っ た 。内的信頼性 に っ い て は，Cronbach の

α 係 数 が、944，Spearman−Brown の 公式 に よ る 信頼

性係数 が．926と高 く， 十分な信頼性を 有 し て い る と恕、

わ れ た 。得 点 の 性差 の 検 討 の た め
，

’検定 を行 っ た と こ

ろ， 調 査 1 の 時 よ りも各項目の得点の 平均値に性差が

み ら れ た （TAHLE 　I に 得点 の 性 却 二つ い て 記 載）。

　本研 究 に お い て は ，
こ の 21項 目をも っ て 自己嫌悪感

尺度 と命名 し ， 自己嫌悪感尺度21項 目 の 得点 を単純 に

合計 し た もの を 自己嫌悪 感得点 とす る
9’1°

（調 査 の 都合 に

よ り内闇 項 目欝，宮下項 目群 との 関 連 を見 る際 に は 調 査 2 で 得 ら

れ た 自己嫌悪 感 得点 を．自尊感 情，自意識 特 性 と の 関 連 を見 る 際

に は調 査 1で 得 られ た 自己 嫌悪 感得点 を用 い る）。 な お ， 自己嫌

S

調査 1 ，2 い ず れ に お い て も因 子 構 造 に つ い て は性 差 は み ら

　 れ な か っ た。
9

た だ し，項 日14は 因 子負荷 量 が．400以 下 と， 他の 項 目に 比 べ 因

　子 負荷量 が 低 い た め，慎 重 に な る必 要 が あ っ た。だ が，内容 的

　 に は
“
自己 滅亡感

’：
の 項 目 と して さ ほ ど 不 適 切 と は 思 わ れ な い

　 こ と、ま た ，調 査 2 で は 囚 子 負荷 量 が 、450 と な っ た こ と か ら，

　削 除す る必 要 は ない と思わ れ た の で 項 目】4を 含む 2L項 目に 決

　定 し た、
1°

な お ，調 査 1
，
2 そ れ ぞ れ で 因子 数を 適 宜指定 して 分析 も行 っ

　 て み た と こ ろ，い ず れ に お い て も 2 因 子 （自己 へ の 怒 り因 子，

　 自己の 滅 亡 因子 ） で 解 釈 され る 方向 も示 唆 され た の で あ る が ，
　そ の 際 ， 項 口の分 か れ 方が 不 安定 で あ っ た。よ っ て 最終 的 に 監

　因子 の も の と し て 取 り扱 う こ と に し た の で あ る が
，

2 因 子 の 解

　釈 の 可能性 が あ る こ と も つ け加 え て お く。

一 51 一
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TA，BLE　1　 自己嫌悪 感尺度の得点 の性差 の 検 討 お よび

　　　　　 困 子 分析 の 結果 に つ い て

TABLE　2　自 己嫌 悪 感 得 点 と各

　　　　　 尺度 の 得点 と の 相 関
a ）

自己糞悪感尺壁の項目 因子負荷量　　調査2の得点の

謂査1　調査2　hiE］とt饐

自己嫌悪 感得点

Ol，自分が 全くダメだと思う事が ある

o？．自分がいやになる事がある

03．目牙を憎らしい と思う事がある

O．［．消えてしまい たくなるときがある

li5．自分をきらい になる事がある

a5　自分に馨りを感じる事がある

断．自分に失望する事がある

 S　死にた くなる事があξ

帥 　自分が みじめになる事bSbる

1D　自分をめちv くらp にしたくなる事がある

ll、

11，自分に う1．ざワする事がある

13　目牙である事が悲しくなる事がある

自分に愛される価饐は全くない ヒ感じる事がある

14．別の人間1こ爿：iれ変われたらよい O に と悪う事が

　 ある

15．生きてい るのが罪だと感じる事がある

略，自おに イライラする事がある

17．自台に嫌気がきナ事がある

IS．自分を許せない と思う事がある

m．自分を輹立たしく思 う事がある

lo，現実の自分izシ ョ ックを受ける事がある

墨．自分に あきらめを慈じる事がある

．了1ゆ　　．万｛

．τ26　 801645

　　躙

餾 　　臼而

．733　 、ア3i63

呂　 fi？s

．了22　 ．閥

認 　　50！

蔭↓2　 　 76454

感　 　 誌5

．50「　 653

．T↓3　　Tgl

跚 　　637

．356　 ．44s

く3．51esf／

‘“

q ．5娠ド
助

く1．丁鼠，”
ー

く3」鮎♂
髄

く3．ga，訝 ．
”’

く2．59けse

‡

く〜、識：弾
、宰

（i．Tlc，．．，
一

ぐ3．TL）tiss・
’”

く3、 8，三3e！
±t

　　 内田 得点

　　 宮 下 得点

　 白尊感情 得 点

公的 自意 識得 点

　 　 　 男子

　 　 　 女 子

私的 自意 識得 点

　 　 　 男チ

　 　 　 女 了

，723零牌

．4il， ”

一．6呂4韓魯

，317審零参

．277ホ榊

，346騨 牟

．16z梓 宰

．282 ぴ゚°

．064

　 　 ．｛9L）　　．4？嘱

　 　 、δh11　 、710　 く↓，93d！ie．
”°

　 　 「認　　　　．603　　　〈1．61、コiSs ・．

　 　 669　 ．6T4

　 　 6目　　．736　 ＜2．9亀：ド
拿

　 　 593　　fi31　 〈3、661ヨ5，霧
皇゚

　 　 誤2　　　．in　　　く監、3；，：ss
，

〔
「
P（」0，‘ρ（，e5，”P〈，OLt

”
p，く舶 D

SI
平均質の性差がみうれた項目につ い てはすべ て

U

男子の平均匡く女子の平均髓
”

であっ た」

悪感 得点 の 乎均 僵 に 関 し て ，男女 に よ る有 意 な差 は 調

査 2 に お い て の み み られ た （男子 M ＝58．8、SD ＝IS、9，女 子

M − 66．4，SD 二 13．9 ；t（258）＝ 3．68，　P〈、oal）o

　自己嫌悪感尺 度の 概念的妥当性

　内田項目群 4 項目， 宮下項 目群．13項 目は い ず れ も
“
非

常 に あ て は ま る
”

を 5 点 一一“

非常 に あ て は ま ら な い
”

を

1点 として 得 点化 した。共 に 内的信頼性 は十分 で あ ワ

〔Cronbachの α 係数 順 に ．809，．833）， ま た．そ れ ぞ れ 主 囚

子法 に よ る因子 分析 を行 っ た 結果，ど ち らも
一

因子 よ

りな る こ とが明 らか に な っ た。そ こ で 単純 合計得点 を

それ ぞれ便宜上内田得点，宮下得点 と し，自己嫌悪感

得点 との 相関係 数 を算出 した。そ の 結果，自己嫌 悪感

得点は い ず れ と も高い 正 の相関 を 示 し 噸 に r＝．723，p

く．OO］； r ＝．451，ρ〈．OOI），また 相関の仕方に 男女差 は み ら

れ な か っ た （TgXBL｝］2）。

　自尊感情尺度 は
“
非常に あて は ま る

”
を 5 点 ・“非常

に あ て は まらな い
”

を 1点 と し て得点化 し，逆転項 目

　　　　　　　　　　　　　　　 （
i ”P〈．OO　1）

a〕 公的 自意 識得点， 私的 自意識 得点以 外 の も の は 相 関 の 仕 方 に

　性 差 がみ られ なか っ た の で ， 男女 ま と め て算出 した 相関係数 の

　 み を示 した。

に つ い て は ， 5 点 を 1 点 ， 1点を 5点の よ う に逆 に 得

点化し た 。 主因子 法 に よ る因子分析 を行 っ た と こ ろ ，

従 来通 り
一

因子 が抽出さ れ たが ， 項 目 8 （も っ と自分 を尊

敬 で きる よ うに な りたい ） に お い て は 因子 負荷量
・
共通性

が 共 に 極 端 に 低 か っ たため ， 項 目 8 を除 く 9 項 目を本

研 究 で は 用 い た 。 9 項 目で の Cronbach の α 係数 は

．862で あ っ た。項 目 9 を除 く9 項 目 の 単純合計得点 を

自尊感情 得点 とし， 自己嫌 悪感得点 と の 相関係数を算

出 した と こ ろ ， 負の 相 関 （r ＝ 一．684，p〈 ．OO　1）が 示 さ れ

た 。な お ，相 関 の 仕 方 に 性差 は み られ な か っ た （TABLE

2）。

　 自意識尺度に つ い て は
“
非常 に あ て は ま る

”
を 7点

　
“
非常 に あ て はま らな い

”
を 1点 として 得点化 した 。

逆転項 目 に っ い て は 7 点 を 1点 ， 1点 を 7 点 の よ う に

逆に 得点化 し た 。 主因子法 ・バ リマ ッ ク ス 回転 に よる

因子分析 を行 っ た と こ ろ， 従 来の 研究 結果 と同 じ く，

二 因子 か ら な る こ と が 分 か っ た 。 本調 査 に お い て は，

第一・
因子 が 公的自意識，第二 因子 が 私 的 自意識 に 相 当

す る もの で あ っ た。続 い て 回 転後 の 因 子 の 負荷 量 が低

い 〔．捌 以 ド〉項目で あ る 2 （世 間体 な ど気 に な ら な い ），2  （気

分 が 変 わ る と 自分 自身 で そ れ を敏 感 に 感 じ と る 方 だ） を除 い た。

Cr（）nbach の α 係数 の 値 は 第
一

因子 10項 目 に つ い て

は ．882，第二 因子 9項 目 に つ い ては ．851であ り，信頼

性 は 十分 で あ っ た 。 ま た ， 第
一

囚子 と第 二 因子 の説明

率 は 全分散の 42，6％で あ っ た 。 本研究で は こ の 19項目

を分析 の 対象と し て 用 い た 。ま た，第一
因子 を公的自

意 識因子 ， 第 二 因子 を私的自意識因子 と し ， 各因子 に

高 く負荷す る項目の 単純合計得点をそれ ぞ れ ，公的自
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意識得点，私的自意識得点と し た 。 自己嫌悪感得点 と

公的 自意識得点 ・私的自意識得点に つ い て ， ピ ア ソ ン

の 相関係数 を調 べ た と こ ろ，自己嫌悪感得点 と公的 自

意識得点 ， 私的自意識得点は い ず れ も有意な正 の相関

を示 し た （順 に r
『．317，p （、001　ir ＝．162、pく、001）。た だ し，

男女別 に 検討 した と こ ろ ， 性差が み られ ， 自己嫌悪感

は 公 的自意識 と は男女 と もに 正 の相関 を示 し た が （男

子 F ．2771　pく、OOI，女 子 r ＝．3a6，Pく，00D ，私 的自意識得点 と

は男子 で の み 有意 な 正 の相関 ｛r ＝．282，pく．001） を示 し ，

女 子 で は 自己嫌 悪感 と私 的 自意識と の 関連 は み ら れ な

か っ た 〔TABLE 　2）o

考 察

　本研究で は ， 自己嫌悪感 に つ い て こ れ まで 指摘 さ れ

て き た 事柄 に 基 づ い て ，自己嫌悪感尺度 を作成 し た e

筆者 は項目作成の 際に 3 つ の 要 素 を想 定 して い た の で

あ る が，因子分析 で は こ の 尺度 を
一

因子構造 の も の と

と ら え る べ き結果が 出た 。
こ の こ と は 自己嫌悪感 と い

う感情に 内在す る い くつ か の 様相 が ， 複雑 に 絡 ま り

合 っ て い て
， 結局

“
自分が い や だ

”
と い う気持 ち に ま

と め ら れ る こ と を示 し た の で は な い か と思 われ る。

　 G ．P 分析，内的信頼性の 検討 の 結果か ら は こ の 尺度

が十分な弁別力 ・信頼性を有 して い るとい う こ とが で

き る 。 た だ し， 自己嫌 悪感得点 の性差 に つ い て 考 え る

際 に は， 2 回 の 調 査 で 結果 が 異 な っ て お り ， 調査 1 で

は性差 は見 られな か っ たが ， 調 査 2 で は女子 の 方 が 自

己 嫌 悪感が 強 い 傾向 が 示 さ れ た。だが ， 尺 度 の 構造上

に は性差 はみ られず，男女 に 関係な く自己嫌悪感 の 尺

度 と し て使用 す る に値 す る もの と思 われ る。

　概念的妥 当性 の 検討 に つ い て は 調 査の際に 立 て た仮

説 が ほぼ実証 され ， 自己嫌 悪感 尺度 の 構成概 念妥 当性

が あ る程度示 さ れ た と 思 わ れ る。た だ し 自意 識特性 の

うち私的 自意識 に つ い て は，男女 ま と め た場合に は有

意 な正 の相関 が み ら れ た の だが ， 女子 の み の 場合 はそ

れ は有意で は な か っ た 。 こ の 点 は こ の 尺度に 関す る考

察 を深 める もの な の で ，やや詳 し く考え て み た い 。

　 自己嫌悪感が （他人 が ど う思 うか は と もカ・く）自分 が 自分

に 対 し て抱 く感情で あ る こ と を考え る と ， そ れ は まず

私的 自意識 と 関 わ る と 思われ る。また，先行研究 を概

観 し て も， 私的自意識の高 い 人 は出来事の 原 因帰属に

お い て 自己帰属 の 割合が高 い こ と （Buss ＆ Scheier，1976 ）

か ら ， 自己 に と っ て 不利な結 果 で あ っ て も自己 に 帰属

し て し ま う可能性が 高 い こ と，自己 の感情の 知 覚が鋭

敏 で あ る こ と （押 見，1980；Scheier＆ Carver，　lq．　77，Scheier，

Carver ＆ Gibb ・ ns ，1979 ） か ら， 自己嫌悪感 を感 じた とき

に よ り強烈 に 受 け と め て しま うで あ ろう こ とが 予想 さ

れ る 。 よ っ て ， や は り私的 自意識 と自己嫌悪感 と は 正

の 相関を示 す で あろ う と考え ら れ る の で あ る が ，
こ れ

らの 研究 で は 性差 の 問題 に っ い て は あ ま リ検 討 さ れ て

い な い 。本研究で み ら れ た結果 に つ い て 考え る 際に は ，

梶田 ｛］988）の 指 摘が 非 常 に 参考 に な る の で 挙 げ て お き

た い
。

　梶 田 に よ る と，自己 評価 の 際 に 重要 と さ れ る側面が

男女 に よ っ て 異 な っ て お り， 女 子 で は
“

他者 の まな ざ

し へ の 意識 を中心 と した 領域
”

が ， 男子 で は
“
自己 の

まな ざ しへ の 意 識 を中心 と し た 領域
”

と
“
他者の ま な

ざ し へ の意識 を中心 と した領域
”

の どち らもが 自己評

価 的意識 を左 右 す る重 要な意味を持 つ
。 今回 の 結果を

その 観点 で とらえ る と， 自己評 価 の 上 で 重要 と さ れ る

側面が，自己嫌悪感 に お い て も同様に 関 わ っ て い る こ

とが示 され た とい える。自己嫌悪感が 好 き ・嫌 い の次

元 に お け る，自己 に対 す る評 価 的な感 情で あ る こ とを

照 ら す と そ れ は 至 極 当然 の こ と で あ ろ う 。 そ の 点で考

え る と ， 自己嫌悪 感 と自意識 特性 との 関連 の 仕方 は仮

説 と は若 干異 な っ て い た が ，そ の こ とか ら本研究 で作

成 した尺度が，自己評 価 的な意識 の あ り方 と もうま く

つ なが っ て い る こ と を示 し ， 意味深 い 結果 で あ っ た と

い え る。

ま　 と　 め

　 自己嫌 悪感 は．心理学 に お い て確固 た る地位 を 占め

て い る 専門用語 と い う よ ワ は，む し ろ われわ れ が 日常

的 に 用 い る言葉 と し て使わ れ て い る 。 そ れ は誰 もが折

り に 触れ て 体験 す る感情 で あ るが ゆえ で あ ろ う。こ の

よ うな 自己 に 関す る 日常の 情緒的体験 に 目を向け ， そ

れ に つ い て 研 究を進 め る こ と は 自己意識研究に お い て

も非 常 に 意義 の あ る こ とで あ る と思 われ る。そ こ で 自

己嫌悪感の研究を進 め る に 当た り ， 本研究で は 自己嫌

悪感 と い う負 の 自己体験 の あ り方 を測定す る 尺 度を独

自に作成 し た 。 得点 の性差 に つ い て は別の 考察が 必要

と な る が ，一
因子構造 と し て の 使用 に つ い て は ，尺度

の構造 自体 の 性差 は ひ と まず考 えな くて よ い と 思 わ れ

る 。 ま た ， 信頼性 は
一1分 で あ り ， 構成概念妥当性 もあ

る程度検証 さ れ た と い え る。

今後の 課題

　本研究 で は 自己嫌 悪感尺度 を作成す る 際 に ， 3 つ の

要素を設 定 したが ， 分析の 結 果 で は
一

因子 で 解釈 す る

の が 適 当 と さ れ た 。そ れ は 自己 嫌悪 感 に 内在 す る 要 素

が複雑 に 絡 まり合 っ て い る こ とを示 す もの と考 え られ
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た が ， 想定 し た 3 要素 はやは り概 念的 に は異 な る もの

で あ る と 思 わ れ る。 こ の 点 に つ い て は さ ら に 考察 を深

め ， 検討し て い く必要 が あ ろう。また ， 概念的妥当性

に お い て現 れた性差 は仮説 とは異な っ て い た が ，評価

的感情の あ り方 に 性差 が み られ る こ とを示 す も の と

な っ た。こ の 点 も こ れ か らの 研究の課題 に 含ま れ て く

る と 思 わ れ る。

　自己嫌悪感は ，身近 だが 非常 に複雑 な感情で あ る．

それ に つ い て 研 究を進 め て い く際に は ， 自己嫌 悪感 に

陥っ た と き の個人 の 自己 に 対 す る構 え の 在 り方 や ， 個

人 に と っ て の 自己嫌悪感 の もつ 意味合 い ，他 の 評価的

感情 と の関連な ど の視点か ら の ア プ ロ ー
チ も有効 で あ

ろ う。 本研究を礎 に ，さらに 探求 して い きた い
。
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