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AREVIEW 　OF 　STUDIES 　ON 　STUDENT 　APATHY

Haruhiko　SHIMOYAMA

　　 The 　term ‘’Student　Apathジ was 　origina11y 　p1
’
oposed 　in　US 　t（，　describe　the　n ユale

university 　studen 亡s　who 　continued 　Lo　avoid 　confronting 　thejr　cenflicts ．　HQwever ，　it
has　been　studied 　and 　conceptualized 　only 　inJapan 、　 The 　primary　purpose   f　this　paper
was 　to　review 　the　studles 　Qn 　the　disorder　of 　Student　Apathy 　and 　make 　ciear 　the　poillts
of　controversy ．　 At　first，　the　trends 　ill　conceptualizations 　were 　considered 　from　an

historical　point　Qf 　view ．　1t　was 　found 　that　the　concepts 　su99ested 　thus　far，　were 　so

various 　that　it　was 　difficult　to　categorize 　the　disorder　as 　a　clinical 　ell亡ity，　 Next 、　the
studies 　were 　examined 　from　a　psychQpatho 】ogical 　and 　developmental　p｛｝int　of 　view ．
It　was 　suggested 　that　the　disordcr　level　should 　be　shifted 　from　neurQtic 　to　personality
disorder　and 　the　integrated　concept 　should 　be　formed 　t⊂〕 distinguish　it　from　generally
apathetic 　terldency　found　in　 adolescencc 　in　Japan，　 which 　should 　be　searched 　as 　a

backg τ〔｝und 　of　Student　Apathy ．

　　Key 　words ：student 　apathy ，　male 　university 　students
，
　clinical 　entity ，　personality

disorder
，
　adc 〕lesceTice　in　Japan．

　大学生 の留年 は ， 自己確立 の た め の 猶予期間 と して

の モ ラ ト ワ ア ム と 見 る こ と もで きる 。 しか し ， 留年学

生 の
一

部 に は，単 な る モ ラ ト リア ム で は な く，学業 に

対 し て慢性的 な 無気力状態に 陥 り，関係者 の 警告に も

拘わ らず，休学 ， 留年 を繰 り返 し ， 結局は退学に な っ

て い く場 合があ る。具体的 に は ， 真面目な男子大学 生

が ， あ る時か ら急 に 授業 に 出席 しな くな り， 学業に 関

す る意欲 を失 い
， 試験 を受 けな い 〔受 け られ ない 〕状態が

慢性化 す る。しか も ， 妄想 ， 抑 う つ
， 不安 な ど の 顕 著

な精神症状が 見 られず，本人 も自ら の 状態 を深刻に と

らえ る こ とが で きない の で ，

一
見す る と

“
さ ぼ り

”
や

“
怠け

”
と見間違わ れ る 。 し か し，その 無気力状態 を

自ら の意志で 改善す る こ とは全 く不 可能 で あ り， 単な

る 怠け ， さぼ り， あ る い は モ ラ ト リ ア ム と い っ た
一

時

東 京 大 学 大 学院 教 育学研 究 科 （Graduate　 School　 of　 Educa ・

tめ nThe 　University　of 　Tokyo ）

的 な 不適 応状態 と は 異 な る。

　 こ の ような現象 は ， 1960年代 よ り全国 の 大学 の 学 生

相談 ・精神保健関係者 に よ っ て 高学歴社会 の 新 た な 青

年期障害 と し て 注 目を集 め ， 当初 は 「意欲減退学生」

と の 名称 で 現 象 の 記述研究が な さ れ て い た。そ の 後，

Walters （19．　61） の 邦訳 を 契機 に 「ス チ ュ
ーデ ン ト ・ア

パ シ ーj （Student　Aputhy 二 以下、　S ・A） との 名称が 定着

し，障害概念 に 関 す る さ ま ざ ま な議論 が 広範 囲 で 行 わ

れ る よ う に な り ， 今日 に 至 っ て い る。

　し か し，障害 の 概念 に 関 して は ， 個々 の論者 に よ っ

て 状態豫 ， 形成因 ， 障害 レ ベ ル 等 の 基本的側 面 で相違

が見 ら れ ， 分類基準 の 混 乱 が 見 られ る 。 しか も，分類

基準が 未確定 に も拘 わ らず ， 下位分類の 提案や 大学生

以外 へ の 適 用 の拡大な ど が な さ れ，さ らに 概念 の 混 乱

が進む と い っ た事態 と な っ て い る。そ こ で 本研究で は，

S ・A の 研 究状況 を展望 し ， 混乱し た S ・A の 概念を整

理 し， 統合的な概念の構成 に 向 けて の 今後 の 課題 と研
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究の 方 向性 を明 らか に する こ とを目的 とす る。

　な お
， 筆者 は

，
S ・A の 概念の 混乱に は 2 つ の 次 元 が

関わ っ て い る と考 え る 。 第 1 の 次 元 は ， 時代の経過 の

な か で さ ま ざ ま な研究者 に よ っ て 異な る概念や研究が

示 さ れ て き た こ と に よ る 混 乱で あ る。第 2 の 次元 は，

S ・A の 障害 自体 に 内在す る多面的性質 の 表わ れ と し

て の 混乱で あ る 。 両次元 を同
一

枠内 で 論 じ る こ と は
，

混乱 し て い る概念 を さ ら に 混乱さ せ る可能性が あ る 。

そ こ で ， 本研究で は ， 両者 を研 究 1 と 2 に 分 け て 論 じ

る こ と と し た 。 研究 1 で は ， こ れ ま で に な され て きた

研究 の 歴史 を記 述 し，概念の 混 乱を整理 す る こ と で第

1 の次元の問題点を明 ら か に す る 。 研究 2 で は ， 関連

領域 か らの ア プ ロ
ー

チ を紹介 し，さ ま ざ ま な視点か ら

S・A の 障害の 多面的性質を指摘 し ， 第 2 の 次元 の 論点

を明 ら か に す る。

1　 研 究 1

1，　 は じめ に

　S・A は ， 産業構造 の 変動 に 伴 う社会 の 高学歴化 と 密

接な 関連が推測 さ れ る障害で あ る 。 そ の 点 で社会 ・歴

史的 な背景 を考慮 に 入 れ る 必要 が あ る 。 ま た ，S ・A の

基本概念が米国で の 研 究 の 影響 を受 けて 形成 さ れ て い

る こ と か ら，米 国 の 研 究状況 も視野 に 入 れ る 必 要 が あ

る。

　そ こ で ， 社会 ・歴史的背景 お よび米 国 と の 比 較 を考

慮 した時代 区分 を行 っ た上 で ，歴 史的経過に 沿 っ て 研

究の 整理 ， 検討 を行 う。

2， 1960〜 70年代前半 ： 日本

　1950年代後 半 か ら始 ま っ た経 済の 高度成長 に伴 い

1960年代に は 大学進学 率が 上昇 し， こ れ まで に な い 大

量 の 学生 が 大 学 に 入学 す る よ うに な っ た 。
こ の よ うな

社会状況 の な か で 1964年 に 国立大 学教養学 部 の 大量留

年が 明 ら か と な っ た の を契機 と して 大学生 の 留年 の 増

加 が 社会問題 化 し た 。 丸井 G967，1968）は ， 留年の類型

化 を行 うな か で 「み ず か らも明 らか に 把 え ら れ な い よ

うな空虚感や 無感動」を 示 す
…
群の 留年生が見 られ る

こ とを指摘 し，こ れ を f意欲減退」型留年 と し た。

　 こ の大学生特有の 意欲減退 は ， そ の 後遠 藤 （1972）
， 土

川 （1974），山本 （1975）等の大学の学生相談や精神保健

の 専門家 に よ り取 り上 げられ，次第 に そ の 問題の 拡が

りが 明ら か に さ れ る よ うに な っ た。しか し，
い ずれ も

部分 的特徴 の 指摘 に 止 ま り，概要 に 関す る系統的記述

は見 られず ， 障害 の 全体像 は不明 の ままで あ っ た。

　 な お ，こ の 時期 は大学生 の 留年 とともに 中高校 生 の

不登 校 の 増加 も見 ら れ た。辻 （1973 ）は，こ れ らの 新た

な現象を青年期の 主体 の 退去 と の観点か ら時代背景 を

交え て 論 じて い る。

3． 1960〜70年代前半 ：欧米

　Walters（196 ／〕 は ，
ハ ーバ ード大学保 健 セ ン タ

ー
精

神科医 と して の 臨床経 験 を も と に
一般学生の

一
過性無

気力 とは異な る ， 独 特な無気 力状態 を慢 性的 に 呈 す る

一
群 の 学 生 の 存在を 指摘 し ， そ れ に S・A と の名称 を与

えた 。 彼 は ，
TABLE ／に まとめた よう に ，そ の 特徴 と

成因 に 関 して 系統的な 記述 を 行 い
， 他 の 診断分類 と の

鑑別 の 基 準 を示 し ， 独 自な臨 床単位 と し て の 可能性を

示 し た 。 TABLE　Iの 〔a ）で 示 さ れ る状態像 は ， 196G年代

か ら日本 で 注 目 され始 め て い た意欲減退型留年学生 の

特徴 と
一

致 して お D ， 同様の 不適応状 態 を扱 っ て い る

こ と が 認 め られ る。（bXc）は 心 理 力動 ， （d×e）は成因に つ

い て の 記述 で あ る。  の 障害 レ ベ ル に 関 し て は，「抑 う

つ 1 「分裂病質」と の 鑑別 に も 言 及 し て い る。

　大学生 に 特有 な無気力 に 関連す る論文 と し て は ， 米

国で は Ha ｝］eck 〔上967），
　 Teicher （1972）が 「疎外 さ れ た

（alienated ）学生 」 と の 表現 を用 い た 研究 を行 っ て い

る。 しか し，い ずれ に お い て も Waiters （1960 の 引用

は 見 られ な い 。Farnsworth （1973）は American 　Hand −

book 　of 　Psychiatryで S ・A に 触れ て い る が ， そ の 内

容 は Walters （196D の 要約 で あ り，そ れ以外 の 関連研

究の 引用 は見 ら れ な い
。 ま た ，

Meyersohn （1974｝は ア

パ シ
ー

現 象に つ い て精神医学，心理 学，社会学等の幅

広 い 視点 か ら概観 し て い る が
，
S・A に 関す る 言 及 は 見

られ な い 。 さ ら に ， Blaine （1973＞，
　 Perkins（1975） は

student 　 apathy と い う語 を 用 い て 1970年代 の 大学生

TA 肌 E 　l　 Walters の ス チ ュ
ーデ ン ト ・ア パ シ

ー
概念

　　　　 の 要点

〔a ｝情緒的動 き の 減退 ， 無 気力，無関 心，知 的無力 感，肉体 的 気怠

　 さ，空虚感，情緒 的 引 き籠 も り，社 会参 加 の 欠如 が 見 ら れ る 。

くb嘸 関 心 は予期 され る敗 北，屈 辱．制限 に対 す る心 理 的恐 怖 を避

　 け る 行 動で あ る 。

（C ）攻撃性 や 競 争 的衝 動 の ため に他 人 を直 接傷 つ け る こ 辷 を 避 け

　 るた めの 防衛 で あ る。ただ し．回避 に よ っ て他 者 を ど う し よ う

　 も な い 状況 に 陥れ て 攻撃衝動 を 満 た す。

  男 ら し さ 形 成 をめ ぐる解 決 しが た い 葛 藤 の た め青 年 期 を遷 延

　 さ せ て い る 男性 の 青年期 発 達の 障 害で あ る （青 年期 後期，特 に

　大 学 2 年時 に 生 じや す い ）。

  価 値 の 尺 度 を 学 業達 成 だ け に 限 定 し た こ と の 結 果 生 じ た も の

　 で あ る。

〔1謄 怖 状 況 が 解決 され れ ば 元 に 戻 る も の と，長期 間続 く もの が あ

　 る。しか し，い ず れ も精神 病 に 近 づ くこ と は な く，神経 症 に 近

　 レ 

一 103 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

352 教 　育 　・心　理 　学　研　究　　第44巻　　第 3号

の特徴 を論 じ て い る が ， そ れ は ベ トナ ム 戦争や対抗 文

化の影響を受 けて 当時米国 の 大 学生 全般 に 広が っ て い

た無気力傾 向 を 扱 っ た も の で あ り ， Wakers の 示 し た

特異的障害 をもっ S ・A とに全 く異 な る 意味で あ っ た 。

　 こ の よ うに Walters （196D 以 後 S ・A に 関す る研 究

の展開が 見 ら れな か っ た こ とか ら， S・A が米国社会 に

お い て注 目を引 くほ どの 広 が りを見せな か っ た こ とが

推測さ れ る 。 な お ， 米 国以 外 で は同様の 現 象 を主題 と

して 扱 っ た論文 は見受 けられな い
。 笠原 （1978 ）も同様

の 指 摘 を し て お り ， S ・A は米 国 と 日 本 で の み 見 ら れ た

特異 的な現象 とい え る。

4 ． 1970年代後半 ： 日本

　 Walters　 q961｝ は，名古屋大 学保 健管理 セ ン タ ー精

神科 医 で あ っ た笠原嘉 らに よ っ て 1975年 に 邦訳 さ れ た 。

早 い 時期か ら独特の 意欲減退 を示す男子大学生 の 存 在

に気付 い て い た 笠原 （1973）は ，
Walters の概念 を援用

して 日本 の 大学 生 の 無気力に関す る概念 の 明確化 を行

い
， わ が国に S・A と い う名称 を定 着させ た。TABLE　2

は，笠原 〔ユ976、1977，1978、1981，1983）， 笠 原 。成田 （1979）

の
一

連 の 論 文 で 示 さ れ た S ・A 概念 の 要 点 で あ る。

TAeLE 　2 の （aXbXc ）は，状態 像 に つ い て の 記述 で あ る 。

こ れ ら は ，
Walters の概念を新た な 専門用語で解説 し，

そ の 独 自性を明確化 し た もの で ある。特 に 笠 原 （198D

に お い て ア ン ヘ ドニ ア と い う特殊 な 心 理 状態が 症状 の

基本 に あ る こ と が示 さ れ ， そ れ に よ っ て S ・A が 不 安，

抑 うつ ，離人感，焦燥，苦悩 と い っ た自我 異質 的状態

と は 異 な る 独特 な自我親和的心理 状態に あ る こ と が 明

確化 さ れ た 。

　笠 原 の オ リ ジ ナ リテ ィ は ， （d）の 成因に関 し て病前性

格 に強迫性が あ る と の視点を導入 し た こ と で ある。既

述 したよう に “ ［alters （1961） は，攻撃衝 動 に 注 目 し 、

エ デ ィ プ ス 葛 藤 を形 成 因 と し た 。 そ れ に対 し て 笠原

（1976，1977，1978 ）は ， 強迫性 に 勝ち 負けへ の 敏感 さが 加

わ る こ と で失敗 や 批判 を部分退却 で 回避 す る S ・A 特

有 の 行動 が生 じ る と の 病前性格論 を展開し た 。こ の よ

うに 笠 原 の概念で は ， 攻撃性 で な く強迫性 に 重点 が 置

か れ て い る。 こ れ は，Walters との 論 点 の相違 と い うの

TABLE 　2　笠原 の ス チ ュ
ーデ ン ト・ア パ シ ー概念の要点

｛a ）ア イ デ ン テ ィ ナ ィ の葛 藤 と進路 の 喪失 が 見 られ る。

（b）心 理状 態 と して ア ン ヘ ドニ ア （快 体験 の 希薄化 ） が 見 ら れ る 。
〔c〕本業領域か ら の 部分的 退却 と い う陰暫 の 行動 化 を繰 り返 す。

（d〕病 前性 格 と し て 強迫傾向， 勝 負過 敏性 が 見 られ る。

（e）新 たな診断 分類 と して 退却神 経症 を提唱 。た だ し，軽 度 は パ ラ

　 ノ イ ロ
ー

ゼ群，重度 は ボーダー
ラ イ ン 群 と す る th

で は な く， 米国 と は 異 な る日本独特の S・A の特徴 を 示

し て い る と 見 る こ と も で き る 。

　 （e）の診断分類 に関 して 笠原 は ， 抑 う つ
， 分裂気質，

単純型分裂 病 との 鑑別基準 を指摘 し，臨床単位 と して

の 可能牲 を追求 し て い る 。 病態水準 に つ い て は ， 神経

性ア パ シ
ー （笠 原，1973）か ら ア パ シー・

シ ン ド ロ
ー

ム （笠

原 ・成 田 11979 ） へ と発 表年代 に よ る移行 は あ る も の の ，

基本的に は神経症 と の 立場 を と る 。 し か し，下位分類

に 神経症 と精神病 の中間の ボ ーダーラ イ ン 群を入 れ る

点 （笠 原，】978，1979 ）や回避性人格障害 と の 共通性を指摘

す る点 （笠 凩 1981｝ は ， 神経症 と す る論理 と矛盾 す る 。

　 以上 の 笠原の概念化 に 対 応 して 広瀬 （19？7〕は若 い 社

会人 男性 の 逃避型抑 うつ を S・A と の比較 で 論 じ，岩井

他 （19．・77）
， 大井 （1979） は児童 の 登 校拒否 に S ・A と共

通す る 心性を指摘 した。こ の 種 の研究 は，S・A の 心性

が 大学生 だ け で な く， 他の 発 達段階 に も拡 が る裾 野 の

広 い 問題 を含み ， 日本 の 発達風 土 とも関連 し て い る こ

と を 示唆す るも の で あ っ た 。

　 また ， 笠原 の 研究 と 並 行 し て 学生 相談 関係 者 （佐 治，

】976瀬 江 他 1977，石 井，⊥979） に よ っ て 事例研究が な さ れ ，

心理臨床的援助 活動 を 通 し て そ の 本 態 に 迫 ろ う と す る

動 きも始 ま っ た 。 な お，こ の 時期 は ， 1970年前後の 学

園紛争 の 嵐が 収ま り，学生 の 間 に シ ラ ケ と呼 ば れ た 虚

脱 感 が 蔓 延 し た時代 で もあ っ た。石 井 q975）， 細木

（1976a，b）， 鈴木 （1978＞は，こ の 時代状 況 と の 関連 も含

め て S ・A を論 じて い る 。

5． 1980年代前半 ：日本

　 1980年代 に 入 る と長 谷川 （198〔〕）， 国 分 〔198fi），石井 ・

笠原 （198D ， 土川 （1981 ＞， 笠原 （19S4） の 概 説書や概説

論文 が出さ れ た 。 こ れ は，初期研 究 が
一一

段落 し ， 概念

の確認 段 階 に 入 っ た こ と を示 す 。 ま た ， そ れ と 並行 し

て 新 宮他 （1981）， 島崎・竹内（1981｝，岡庭（1983，1984，1985 ＞

らの 大学精神保健関係者 に よ る 地 道な診断， 類型化 の

研究が 行 われた。さ らに ， 森岡〔｝981）， 青木（1983），三

好 U983）， 菅 ・大原 （1983 ） は，心理 療法経験 に 基づ く

考察 を行 っ て い る。

　 こ の よ うに 1980年代前半 は，研究段階 と して は 笠 原

に よ る研究が
一

段落 し ， そ の ま と め を行 い つ つ
， 次の

展開に 向け て の 準備 を して い た時期で あ る。時代 と し

て は，高学歴社会 が定着し，キ ャ ン パ ス の 症状群（笠 原・

山 田，ユ98D と呼ばれ る大学生 の 心理 的問題 が世の 注 目

を集め た時期 で あ り， S ・A は ， 「大学大衆化時代 の 学

生特有の 無気力」（石 井，1980 ＞ と して ， 大学関係者以外

に も
一

般に知 ら れ るよ う に な っ た 。

6． 1970年代後半以降 ；米国
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　青年の異議申し 立 て の 60年代 の 後 の 70年代 は，逆 に

政治的関わ り を含め て 無気 力 が 米国 の 青年の問に 蔓延

す る時代 とな り，Student　Apathy は も っ ぱ らそ の よう

な 青年
一

般 の 状態 を表 わす語 と し て 用 い ら れ た 。 Mar ・

cus ＆ Richman （1977＞は高校生の ア パ シーを ，
　 Altbach

（1979 ）は 大学生 の ア パ シ
ー

を論 じて い る。1980年代 に

入 る と
一

般 学 生 の ア パ シ
ー傾 向に 関す る 調査研究 が

Coffield（19sO ，
　 Coffield＆ Buckalew （1985，19s6》 に

よ っ て 行わ れた 。 しか し ， そ の 調査 に お け る ア パ シ ー

の 概 念 は 実 存 主 義 的 理 解 に 基 づ く も の で あ り ，

Walters （196D の概念 と は異な る 内容 で あ っ た。

　 80年代 の 後 半 に な る と，Student　Apathy は
一

般学生

の授業 へ の 動機づ け の 低下 に 限 定 さ れ た 意味で 用 い ら

れ る ように な る 。 例 え ば Raffini（1996），
　 Bishop （19．　89）

は高校生 の ， また Gimenez （1989），　 Cohen （1991） は大

学生の 授業意欲低下を ， 授業方法 の 改 善 を含 め て 論 じ

て い る。こ の 他 ， Taylor ＆ Wolfford （1985｝ は 身体障

害 の 学生 の ア パ シ ーを扱 っ て い る。

　筆 者 の 検索 し た 限 りで は ， Waiters （19．　61） は Farn・

sworth （19？3） 以 外 引 用 さ れ て お ら ず，し た が っ て

Walters が 提起 し た意味で の S ・A の 概念 の そ の 後展

開 は見 られな い 。ま た，Walters 自身 も， そ の 後 うっ 病

に 関す る論文 （IValters，1970） と大 学保健 に お け る コ ン

ピ ュ
ー

タ ・ネ ッ ト ワーク に 関 す る 論 文 （R。 bins・ n ＆

“ ”atters ，1986）を出 した だ け で ，　 S・A に 関して の 再論 は

し て い な い 。 因 に大学の精神保健 ・学生相談 の 包括 的

研 究 書で あ る Grason ＆ Cauley （1999 ） に お い て ，
　 S ・

A は項目と し て 取 り上 げ ら れ て い な い だ け で な く， 索

引 に も載 っ て い な い 。

　 こ の よう に Walters の S ・A 概念 は ， 日本で の 急激

な 引用 の 増加 と反比例す る よ うに 米 国 で は青年期研究

か らは全 く姿を消 し て し ま っ た 。
こ れ は ，Waltersの 概

念で 提起 さ れた特異 的障害 を呈 す る大学生 が ， そ の後

米国 で は問題 とな る ほ ど は存在 しな か っ た こ と を示 す

とい える。 こ の よ うな 相違が 生 じ た 要因に つ い て の 考

察 は，わ が 国の青年期 の特色 を考 え る上 で 重要な手が

か りを提供 す る と 思 わ れ る 。

7 ． 1980年代後半 ： 日本

　 こ の 時期 ， 米国で は Waltersの 提起 し た S ・A 概念

の 指 摘 自体 が 消滅 し て い た の に対 して ， わが国で は ，

そ れ まで の 研究 の 蓄積 を踏 まえ て 独自な視点を盛 り込

ん だ 本格的な研究論文 が 多数 出 さ れ た。

　 山 田 （1984，1987，ユ989，ユ990a，b） は ， 東京大 学保健 セ ン

ターで の 長年 の 精 神科 医療 の 経験 に 基づ く論を展開し

て い る。TABLE 　 3 は そ の 要点をま とめた もの で あ る。

TA 肌 E　3　山出 の ス チ ュ
ーデ ン ト ・ア パ シ ー概念の 要点

（al選 択 退却 を 主 とす る 「静 か な ア パ シ
ー

」 と追い 詰め られ て神経

　症 状 を呈 す る 「騒 々 しい アパ シ ーj が あ る。

（b｝選択 退却 と 完全 退却 は 連 続線 上 に あ ワ，長期 事例で は相 互 に 流

　 動的 とな る 。

（c ＞XR （特 に 主 導 型 の 母 親 ） に 枠 付 け られ た 強者 （秀 才） ア イ デ ン

　 ラ
．
イテ ィ の 挫折が 自己 不 確実 を生 じ さ せ る 。

｛d）自己 不 確実が準備性 とな り， 些 細 な こ と を 引 き 金 と し て 退 却 を

　 始め る。

〔e ＞成 熟拒 否 に 通 じ る Subclinjcalな 問題 性格群で あ る。

状態像 に 関 して 山田 （ig87 ＞は ， （aXb ）に 示 し た よ うに 選

択退 却 （笠原 の 部 分的 退却 に 相当）を主 と す る 「静か な ア パ

シ
ー

」 と神経症状 と 退 却 を繰 り返 す 「騒 々 し い ア パ

シ ー」が あ る と しな が ら も， 長期縦断的観察に よれば ，

選択 退 却 と完全 退却 は 連続的 で 次第 に 神経症状 と完全

退却 が繰 り返 し生ずる よ うに な る と指摘す る。 こ の 点

で ， 部分的退却 を中核 的特徴 とす る笠原の見解 と の相

違が 見 ら れ る 。 ま た ， 山田 （1987 ）は ， 神経症状 と ア パ

シ ーを等 価 と見 て お り，S・A を臨床単位 と見 る 笠原 の

見解 に 懐疑的で あ る。さ ら に ， 山 田 （1987，199Gb） は，

（e）に 示 し た よ う に S ・A を成熟拒否 ｛山 旺 ］983） に 通 じ

る サ ブ ク リニ カ ル な問題性格群 と位置付け て お り，
こ

の 点 か ら も臨床単位 と す る の に は消極的立場 に あ る。

た だ し，上記 山 田 の 概念 は 明確に ヒ ス テ リー反応 と思

われ る症状 も状態像 に含め て お り， 範囲 を拡 げ過 ぎ て

逆 に そ の 輪郭を曖昧 に し ， 臨床単位 の 可能性 も消 して

し ま っ て い る と 見 る こ と も で き る 。

　 〔cXd ＞の 形成因に 関 し て 山田 （ユ987，1989）は ，
　 Schneider

（1　9．　50）の 精神病質人格 の 概念 を援用 し ， 自己不 確実 者

に は 強迫型 と敏感型 が あ り， 敏感型 が 無力傾 向を持 つ

時 に 退却す る と の 見解 を 示 し た 。 それ に よ り， 笠原 が

病前性格 と し て 1 次 的 に 重 視 し た 強迫性格 を 自己不 確

実の 反映 と し て 2 次的な状態 に 位 置付 け ， 笠原 と は 異

な る 見解 を示 し た と い え る 。 ま た ， 山田 （19S4，1990a）

は ， 家族関係を形成因と して 重視 し，
−N 親 に 取 り込 ま

れ た 母子 関係が 自己不確実の 要因 との 見 解 を示 し て い

る 。
こ れ は ， 父 親 と の エ デ ィ プ ス 葛藤 を 重 視 し た

Walters （1961） と は 異 な る見解 で あ り，文化差 を考え

る上 で 注 目 さ れ る。

　 山田 以 外 に も ， 長年 の 臨床経験 に 基づ く独 自の視点

か ら の 分析を行 っ た研究が 見 られ た。小野 〔1987） は ユ

ン グ心理学 的視点か ら，池田 （19．　S8，1989）は人 間学的視

点か ら ， 青木 （1988 ）は文化 論的視点か ら援助論 も含め

た 事例研 究を行 っ て い る。ま た 山下 （1ggo） は，大江健
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三 郎 ，
三 好暁光 ， 河合隼雄の 3氏の コ メ ン トを付 した

事例研究を行 っ て い る。

　 こ の よ うに 障害 の 分 析が深 め られ る
一

方 で ，S ・A 概

念の
一

般的普及に伴 い 適用 が 本来 の特異 的障害 を示 す

大学生と の 限定 を越 え て 拡大 す る 現象が 生 じ て き た 。

そ の場合 ， S・A の ア パ シ
ー

の 部 分 に の み 注 目し ， 特異

的障害を示 さな くて も， 無気力状態 を呈す る不適応 で

あれ ば ア パ シ ーとい う名称を付 す傾 向 が 見 られ た 。 例

え ば ，

一
般大学 生 の アパ シ

ー
化 に 関し て は 土川 （19S5 ）

が 論 じ て い る。大学 生以前 の 不 適応 を ア パ シ
ー

心理 と

の 関連を論 じ た もの と して は，浪人 生 を対 象と した 矢

花 （］985｝，中・
高校生 の 無 気力 を対象と し た東京都 立研

究所相談部教育相談研究室（1987 ），恐怖・強 迫症 状 を伴

う中・高校生 を対象 と した出 中 ・笠原 （1998）， 不登校 の

分類研 究 で あ る 岡田他 q9呂8）があ る 。 成人期 の ア パ シ
ー

心理 に 関して は ， 山田 （1986），延島 ｛1989）が ま とめ て

い る。ま た，初期 の 概念 の 提 唱者で あ る 笠 原 （1988）

は， S・A の特異的障害の ひ と っ で ある部分的退 却を軸

と す る 退却神経症 を新 た に 提 案 し ， 登 校拒否 や サ ラ

リー
マ ン の 欠勤症 を含む概念の拡大を試み て い る。

　 さ らに ， こ の よ う な概念の 適用 の 拡大 は ， ア パ シ ー

の 意味 の 拡大解釈 に もつ なが っ た 。 稲村 （1985．】9S8）は

アパ シ
ー

を現代の 若者心性 に ま で拡げて議論 し て お り，

平井 佃 88）は ア パ シ
ー

シ ン ド ロ ーム と し て あ ま り に 多

様な状態 を包含 させ て い る 。 筆者は ， 現代社会 に お け

る ア パ シ
ー

心理 の 蔓延傾 向は認め る が， こ の よ うな拡

大解釈 は S・A の 概念を 混乱 さ せ る お そ れ が あり， 安易

な適用 は 避 けるべ きで あ る と考え る 。

8． 1990年代 ： 日本

　 S ・A の 基本 的概念 に 関す る コ ン セ ン サ ス が 末形成

に も拘 わ らず，さまざまな方向に ア パ シ ーの 概念が 拡

大 し， S ・A 概念 そ の もの が 拡 散す る傾 向 も生 じ て き

た 。 そ こ で，1990年代 に 入 る と こ の よ うな傾 向に 対 し

て 土川 〔1990a） を 始 め と し て そ れ ま で の 論 点 を整 理 し ，

概念の再検討を行 う動 きが 出 て きた 。 湊 （1990），松原

｛1993＞は 主要 な論 者 の 論点 を 整 理 し ， 概念 の 混 乱 を指

摘 して い る 。 小田 （1991）は 用語 の 整理 と こ どもの ア パ

シー
心理 の概説を行 っ て い る 。 加藤 （199。）は多数の 自

験例 を もとに ， ま た 小 Jr1（1992）は ナ ル シ ズ ム 論 の 観点

か ら臨床概 念 の 再検 討 を行 っ て い る。さ ら に 下 山

（1994b ） は，問題 を行動 ， 心 理 ， 性格 の 3 次元 に 分 け

て ．整理 ， 検討 し て い る 。

　 こ の よ うな
一
連 の 概念 の 再検討 に お い て 最 も注 目 さ

れ る の は，名古屋大学 で 長年学生相談 を担当 し て きた

土 川 （19S9，　199．　Ob，199．・2） に よ る新たな分類 の 提案で ある。

TA肌 E　4　土川 の ス チ ュ
ー

デ ン ト・ア パ シー概念の 要点

｛a 腆 型 例 に は，部分 的撤退 を単
一

に 示す 1 型 （受 身回 避 型 ） と全

　体 的撤 退 と部 分 的撤 退が 流 動的 で 他 の 症 状 も複 合 的 に 示 す II

　型 （自己 愛型 〉が あ る 。

（b川 型 は，1型 に 比 べ て 重 症 で あ り ， 現 実検討 力 の 水 準 は低 く，
　 母 子 密着 型 が 多 し 

（C ）典型 例 は
， 否 認 や分 裂 の 防衛 機制 に 依 っ て い る こ と か ら 人 格障

　 害の 範 囲 内 に あ る。

（d）典型例 は，発達 段階 で の
一・

過 性 の ア パ シ
ー，一

般 学生 の ア パ

　シ ー傾向 ， 類 ア パ シ
ー

群 （神経 症等 に お け る ア パ シ
ー
状態） と

　 区別 され る 

TABLE 　4 は，そ の 要 点 を ま とめ た も の で あ る。（aXb ）は

状態像 に 関す る下位分類で あ る が ， こ れ は 上記笠原と

由 田 の概念の統合を目指 した内容で ある。（cXd ）の 障害

レ ベ ル に 関 して は ， 笠 原，山 田 と 異な り， 初め て人格

障害 との見解 を 示 し て お り， それ に よ り近接状態 と の

区別を行 っ て い る。上述 し た よ うに 近年の概念 の 拡大

解釈 の た め に特異的な S ・A の 状 態 と
一

般の青年の ア

パ シー傾向 とが 混 同 され る 傾向 に あ っ た が ，人格障害

と し て の 位置付 け を明 確 に し た こ と に よ り， そ の 区別

の 可能性が 示 さ れ た。た だ し ， そ の 人格構造に つ い て

は十分述 べ られ て お らず ， 人 格構造 の 解 明 は今後の 課

題 で あ る 。

II．研 究 2

1． は じめ に

　ア パ シー （Apthie ，　 apathy ） は ， 語源 は ギ リ シ ャ 語 の

pathos（passien ）の 欠如 と の意味で あ り，

一
般的に は感

情 や興味 の 欠如 と定義さ れ る （Marinl ／99D
。 ま た，精神

医学用 語 と し て は
， 無感情や感情鈍麻 を意 味 し ， 本来

重症 の うつ 病 ， 精神分裂病，脳 器質疾患 の 症状と さ れ

た （新福．1984）。 そ れ に 対 して Walters （1961）が ，男 ら

し さ の 形成 とい う青年期後期の 課題 に 関 して 独特の ア

パ シ
ー
状態 を示 す男子大学生 が 見 られ る こ と を指摘 し，

こ れ に S ・A と の名称 を与 え た こ と は研究 ／で 既述 し

た 。 こ の ような経緯か ら S・A の 障害 に は，ア パ シ ーが

本来 もつ 精神病理 的側面 と大学生 の 青年期課題 と関 わ

る 発達心理 的側 面 とが混在す る多面性が 認 め られ る 。

そ の た め，S ・A の概念の 混 乱 に は，　 S ・A の障害自体

に 内在 す る こ の よ うな多面性が要因 と して 関与 し て い

る と考え られ る。

　そ こ で ， 以下に お い て精神病理学 と発達心 理学を中

心 と した 関連領域か らの さまざまな ア プ ロ
ーチ を紹介

し，S・A の 障害 に 内在す る 多面性 を指摘 し ， 論点の 明
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確化を試み る 。

2． 障害論  一
・精神病理学理論一

　精神病理 学的ア パ シ ー概念に関 し て は ，
Marin （1990，

199】），Marin 　et 　al 〈］991，1993｝ が ア パ シーを 「情緒的

苦悩 ， 知的損傷 ， 意識水準の低下 に 起 因 し な い モ テ ィ

ベ ー
シ ョ ン の 喪失」 と定義 し ， 症候群 と し て の可能性

を検討 し た うえ で 評価尺度 を作成 し，大 うつ 病や ア ル

ツ ハ イ マ ー病 と の 異同 を論じ て い る 。 しか し， そ こ で

は 生活領 域全般 に わ た る ア パ シ
ーが扱われ て ts　p ， し

か も対象が 53歳以 上 の老人で あ る こ と か ら ， 部分的 ア

パ シ
ー

を示 す大学 生 の S・A と は 異 な る側面が 多い
。 む

し ろ S ・A は部分領域 に お け る特 異的 ア パ シ
ー

状 態 を

示す こ と か ら， そ の特異性を明 ら か に す る 必要が あ る

と 考 え ら れ る。な お
， 英 語 圏 以 外 で は，JacewiCZ・

Kramarz ・Warnecka −Przybylska（1982），
　Revel’s（1983）

が ア パ シ
ー

状 況 を論 じ て い る が ，大学生 の 特異的 ア パ

シーは取 り上 げ られ て い な い
。

　 Mundt （19s3〕，　 Gibbons 　et　al （1985 ） は，精神分裂病

の陰性症状 と して の ア パ シ ーの 重要性 を指摘 し，Grin．

ker ＆ Holzman 　 C1973），
　 Harrow 　et　al （1977） は精神

分裂病 とア ン ヘ ドニ ア と の 関連性を 指摘 し て い る 。 ま

た ， Davison ＆ Neal （1994） は ， 精神 分裂病 の 陰性症

状 を ア パ シ
ー，ア ン ヘ ドニ ア ， ア ロ ギー

， 感情 の 平板

化の 4 症状 と して い る。こ の よ う に S・A の 特徴 と さ れ

る ア パ シーと ア ン ヘ ドニ ア が精神分裂病 の 陰性症状 と

し て 重要 な意 味 を も っ こ と か ら，精神病理 学的 に は

S ・A と精神分裂病 の 近 縁性が推 測 され る。し か し ，

Walters　Q961），笠原 （1978，1979 ） は ， 臨床経験 に 基 づ

き S ・A の 精神分 裂病 へ の 移行 はな い と す る 。
こ れ は ，

S・A に お け る ア パ シ ーは ， 部分 的 ア パ シ
ー

で あ り，精

神分裂病 に お け る全 面 的 ア パ シ
ーと は 質的 に 異 な る こ

と に よ る と考 えられ る。ただ し， 笠原 （1973）は ， 単純

型 分 裂病と の 鑑別 の 問題 や
一

時的 に 妄 想状態 を呈す る

事例 の 存在 を記 して お り，ま た筆者の 経験で も両者の

区別が明確で な い 事例 も見 られ る。 したが っ て ，今後，

中安 （1990）に よ る初期分裂病の研究等 も踏 ま え て 両者

の 区別 の 基準 の 確 認作 業を し て お く必要が あ る ．

　 抑 うつ と の 鑑別 に 関して は ，
Walters （］961） は S・A

ぱ
‘
外 界 の 愛情 を掴み 取ろ う と せ ず ， 外界 を抖．i否 す る

”

点 で 抑 うつ とは区別 で きる と す る。笠原 （197S，1979 ＞

も ， 同様の観点か ら S・A は 慶 の 対 象 をもた な い ，感

情 の 言語化 が で き な い ，治療の動機づ け が な い
”
と い っ

た 点で特異的で あ る の で ， 両 者 の 区刷 は 可能で あ る と

す る 。

　 こ の よ うな特異 的 ア パ シ
ーを 示す S ・A の 臨床単位

と し て の 可能性に っ い て Walters （1961） や 笠 原 （1978、

1979）は積極 的 で あ る。蔭山 （1988）， 大井 （1990） も同様

の 観点 か ら概念 の ま と め を行 っ て い る。それ に 対 し て

S・A を DSM で 分類 した場合，新宮 （1981）は 7 カ テ ゴ

リー （DSM 　IID に ， 湊 （199　O）は 10カ テ ゴ リ
ー（DSM 　HI　R）

に 分散 す る と述 べ てお り，単位 と し て ま と め る こ との

難 し さ を示 唆 し て い る。既 述 した よ う に 山 田 （19S7，

1989）は ， 臨床単位 の 確定 に は消極的で あ る 。
こ の よ う

に臨床単位に 関す る 見解 が 別 れ るが ， い ずれ も臨床概

念 と して の 有効性 を 認 め る 点 で は
一

致 して い る。し た

が っ て 臨床 単位 となる か 否 か は別 と し て も ， 特異的障

害 を示 す S ・A の 統
一

的定義 を構 成す る こ と は 当面 の

課題 で あ る。

3， 障害論 
一パ ー

ソ ナ リテ ィ 論 一

　 Walters （1961 〕， 笠原 （1978，1979 ， は ， 精神分裂病 よ

り も分裂病 質 （シ ゾイ ド） と の 鑑別に注意 を払 っ て い る 。

こ れ は，S・A を精神病の 次元 よ りもパ ーソ ナ リ テ ィ 〔人

格｝の 偏 りの 次元 と見 て い る こ と を示 唆す る 。 た だ し ，

両者 と も に S ・A に は 分 裂病質 の よ う な 人 間へ の 深 い

不信感 や冷た さ が な い の で 鑑別は可能 とする。

　 しか し ， S・A の 特異 的障害で あ る ア ン ヘ ドニ ア に早

い 時期 に 注 目 し た Glauber （玉949｝ は ア ン ヘ ドニ ア と分

裂病質 の 関連性 を指摘 し ， 近年の 人格障害研 究 を ま と

め た Kant 〔＞r （19！2）も DSM の 分裂病質人格障害 の特徴

と し て ア ン ヘ ドニ ア と対人回避 を挙 げ て い る。また，

笠原 ・三好 （198D に よ れ ば，回避性人格 と分裂人格 と

は共通の根 を もつ 人格傾向 と さ れ る。こ の よ う に S ・A

の 特異的障害で あ る ア ン ヘ ドニ ア や対 人回避 と 分裂病

質 と の 間 で 関連 性が 見 ら れ る こ と か ら ， 分裂 病質 と

S ・A の類似性は
…

概 に否定で きな い と考 え られ る 。

　 笠原 （198D は，部分的退却 ，
つ ま り回避行動 と い う

S ・A の 特異的障害 との 共通性 か ら S・A と 回避性人格

障害 と の 類似性 を指摘 し て い る 。 Walters（1961），山田

（1987） は S ・A の 恐怖 症 的 心 性を 指摘 し て い る が ，

Schneier　et　al “991），
　 Widiger（1992） は 回避性入格障

害 と 社会恐怖 （sociat 　phobia ｝ と の 関連性 を指摘 して お

り ，
こ の 点 か らも S・A と回避性入格障害の類似性が確

認 さ れ る。こ の他 ， 山田 （1984〕 は S・A の ヒ ス テ リー

心性 を指摘 し，広瀬 （1977） も S ・A 類似の 逃避 型抑 う

つ の ヒ ス テ リ
ー

性 を指摘 して い る 。 ま た ， 土川 〔1990 ）

は S ・A の 典型例 を 人格障害 レ ベ ル と位 置付 け，そ の
一

部に は自己愛型 人格 で 壇界例人格障害 と重 な る タ イプ

が あ る と す る 。 したが っ て ， 演技性 人格障害，自己 愛

性人格障害 ， 境界例人格障害 と の異同 も検討 す る必 要

が あ る。
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　 以上 見た よ う に S ・A は ， 入格障害 と の 問 で さ ま ざま

な共通性が推測 さ れ る 。 そ こ で，臨床概 念 と して 人格

障害 レ ベ ル に位置付 け，その 人格構造 を明ら か に し て

い く作業が 今後必要 と な る と考え られ る。

4． 発達論  一精神分析的発達論

　 S ・A の 発達面 で の特異的 障害と し て は
， 青木 （1988）

の強調 す る大人へ の構造転換 が で きな い こ とが第 1 に

挙げ ら れ る。 こ の 特異的障害 に 類似 し た状態 を 示 す概

念 と し て は
，

Blos （19．・5L？，1979） の 「遷延 され た思春期

　（Pro1・ 冂ged 　 adolescence ）−1が あ る （＊ Blos は 青 年期 中期 つ

ま り思春 期 を固 有 の 青年期 とす る の で ，こ こ で は adolescence を

思春 期 と訳 す）。 職業等の 選択 を回避 し ， 青年期後期 へ の

進展を 中断す る男子 青年 の 障害 で あ る 「遷 延 さ れ た 思

春期 」で は ， 葛藤緊張の 回避や 空虚感 が 見 られ る と さ

れ る 。 こ の よ う な 点は，S ・A の 状 態像 と重 な る 。 ま

た，Walters 〔】961） も S・A を 1青年期を遷延 させ て い

る男性の 発達障害」 と し て お り， 共通性が見 られ る。

し か し，Walters は 形成因を父親 と の エ デ E プ ス 葛 藤

とす るの に対 し ， Blos は母親 の 成功空想 へ の 同
一

化 に

よ る 父親 と の競争の 早期放棄 として お り ， こ の点で は

異 な っ て い る 。

　 また ， 遷延 され た 思春期 と同様 に 大 人 へ の 構造転換

が で き な い 状態を 示 す概 念 と して分析心理 学 〔例 え ば，

van 　Franz，1982）の 「永 遠 の 少年 （puer 　aeternus ＞」が あ

り，樋 凵 （1980） は S ・A と 永遠 の 少 年の共通性を指摘

して い る 。

　遷延 さ れ た思 春期 ， 永遠 の 少年 の 両概念 は成人 へ の

構造転換が な さ れ な い 点 で S・A と共通して い る が ，さ

ら に 「自己愛 」 と い う点 で も共通性が 見 ら れ る。B 正os

は ，遷延 さ れ た 思 春期 の 自己 愛的防衛 を指摘 し ， そ れ

が 固定化 した場 合 に は自己愛 的人格障害に つ な が る と

す る 。また 織 田 （1986）は ， 永遠 の 少 年 は 自己愛人格障

害に合致す る と述 べ て い る。自己愛 に つ い て は ， 小川

｛1992〕 が 自己愛 の 観点 か ら S・A の 特異的障害を分析

し て お り ， 自己愛を 介し て 両概念 と S・A の 関連性が 推

測 さ れ る 。

　し か し，遷延 さ れ た 思春期 も永遠 の 少年 も 思春期的

な万能感 と多彩な想像性 を有 して い るの に対 して ， S・

A は独特の無気力 と引 き こ も り を示 し ， 両概念で 見 ら

れ る よ う な活動性 を示 す こ と は な い 。 こ の 点 で ， S・A

は ， 両概念と は異な る特異 な発 達障害 と見る こ と も で

き る 。

5． 発達論  一ア イデ ン テ ィ テ ィ 論 一

　Erikson　（1959）の 「アイデ ン テ ィ テ ィ 拡散」の概念 に

は，時間的展 望 の 拡散 ， 勤勉さ の拡散 と い っ た状態 が

含 まれ て お り， S・A の 状態像 と 重 な る側面が あ る。し

か し．ア イデ ン テ ィ テ ィ 拡散 に は絶望感，苦悩 ， 恐 れ

と い っ た 心 理 的混乱 や ア イデ ン テ ィ テ ィ意識 の 過剰 が

伴われ て い る こ とが前提 と な っ て い る。それ に 対 して ，

葛藤場面 を 回 避 し続 け る S ・A に は こ の よ うな 心理的

葛藤が な い こ とが特徴 で もあ る の で ， 両者 は異 な っ た

状態 とい え る。実際 ， S・A は，　 DSM 　III　R の ア イ デ ン

テ ィ テ ィ障害の 記述 に は当 て は ま ら な い 。 また，「心

理
・社会的 モ ラ トリア ム 」 に つ い て も，Marcia （1966）

の 概念化 に み ら れ る よ う に 積極 的な役割実験 を伴 っ て

い る こ と が 前提 とされ る の で ，S・A に は 当 て はま らな

い D

　 S・A は ， 行動面 で は学業回避 等の 不適応を示 しなが

ら 心理 面 で は適 応意 識が強 く，明確な心理 的混乱 を継

続 的 に 示 す こ と は な い 。 しか も ， ア イ デ ン テ ィ テ ィ の

確立 を目指す と い っ た意識そ の もの が 欠如 して お り ，

自我 の 再体制化 と い う青年期課題 に着手以前の状態 に

留ま り続け る。 したが っ て ， ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 危機

と い う心理的混乱 を経 て の 自我 の 再体制 化 を前提 と す

る ア イデ ン テ a テ ィ 概念で は ， 厳密 な意味で S・A の 本

態 を と ら え きれ な い 。む しろ ， S・A が 日本特有の 青年

期 障害 で あ る こ と を考慮す るな らば ， 行 動的混乱を 示

しつ つ も適応状態に 固執 し続 け る S・A の 特殊性 を，受

動的適応 を重視す る 日本独特 の 青年期発 達 と の 関連で

検討 す る必 要が あ る と考 え ら れ る。

　 こ の点 に 関し て は 小此木 ｛1979．）が Erikson の 概念 と

は 異 な る H本特有の 受動的青年期 を表わす モ ラ ト リ ア

ム概 念 を提案 し，下山 （1992）は 日本独特 の モ ラ ト リ ア

ム が 見 ら れ る こ と を実証的に 示 し て い る。 こ の よ うな

口本特有の青年期発達の 枠組 み との 関連 で S ・A の 検

討 を行 う こ とが 今後 の 課題 で あ る。

6． 発達論 
一
進路発達理論一

　笠原 （1978） も指摘す る よ うに S・A は ， 単 に 学 業場

面 を 回避 す る だ け で な く， 進路喪失 つ ま り職業 の未決

定を伴 う。しか も， そ れ は，進路決 定 その もの を回避

す る 全 面的な職業未決定 で あ る 。 と こ ろが ， Osipow 　et

al （1976＞，　 Holland ＆ HoHand （1977 ），
　 Hol ］and 　et　a1

（1980），Slanley　et　al （1981 ）等 の 米 国 の 職業未決定の

研究に は ， S・A で 見 られ る 全面的な職業未決定状態 は

想定さ れ て い な い 。こ れ は，職業決定を個人 の 最 も重

要な意志決定 と し ， 高校時代 の 主体的 な進路決定を重

視 した 大学選択 を前提 とす る米国の 進路発達過程 で は ，

自己 の 進路 に っ い て 全 く考 え ら れ な い 大学生 は想定外

で あ る ため と考え られ る 。 それ に対 して 日本の 青年 は，

松原 C198e）が 「管理 され た予期的社会化」 と 呼 ん だ 進
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学 シ ス テム に 児童期 よ り組み込 まれ て お り，そ こ で は

下 山 Q98z、1983，1984 ＞が 実証的に 示 す よ うに 主体的な決

定 よ りも成績や社会的評価或 い は教 師や親等の 周囲の

期待が 重視 さ れ る非常 に 特殊 の 進路発達過程 と な っ て

い る 。 したが っ て ， S ・A の 進路 発達 を検討 す る 際に

は，こ の よ う な E体 の 特殊性 を ま ず考慮 し な け れ ば な

らな い
。

　S ・A が ，日本 の 大学進学率が 上昇 し た 196  年代後半

よ り問題化 し， 進 学競争の 激化 ， 組織 化 ， 早期 化 の 進

行 と と も に 深刻化 し て い る こ と を考え る な ら ば，S ・A

の 社会 ・文化 的背景 と して 進学受験 に 偏重 し た 進路発

達の 問題は 重 要と考 え ら れ る 。 個々 の S・A の 事例研究

だ け で な く，そ の 背景 に あ る進路発達状況 を 明 らか に

し ， それ と の関連 で S・A の 障害 の 意味 を検討 す る こ と

も今後 の 課題 で ある。

7． 認知 ・学習理 論

　わ が国で は ， 波 多野 ・稲垣 ｛1981）， 水 口 （19S5＞， 坂野

（亅989），宮田 〔1991 ），桜 井 〔1995 ）等 が ，Seligman （19．　75）

の 学習性無 力感 くlearned　help］es．sness ）の 研 究を始 め とす

る 認知
・
学 習 理 論 の 研 究成果 に 基 づ き ， 無気力 の 形成

とそれ へ の 対 処法 に つ い て 論 じてい る。上記著作 の ほ

と ん どが S・A に 言及 して お り， 学習性無 力感 と S ・A

とは何 らか の 関連性 が ある こ とが 推測 さ れ る 。

　 ただ し，学習性無 力感 は，うつ 病類 似 の 概念で あ り，

厳 密な意味で は ア パ シ
ーと は 異 な る状態 で あ る 。 ま た ，

そ こ で 扱 われ る 無 気力 の 概念 は ， や る気の な さとい っ

た
一

般 的 な 状態 と の 連続線上 に 位置付 け られ て お り ，

S・A の 特 異的障害 と は 異 な る次元 の 概念で あ る。 した

が っ て ， 認知 ・学習理 論 は ， S・A の 構 造や形成 因 を特

定化す る た め に特 に有効 と い うわ け で は な い
。 し か し ，

統制 感，効 力感 ，内発 的動機 づ け ， 原因帰属 と い っ た

概念 は，S・A 形成 の 背景 に 関 す る
一

般的 な説 明概 念 と

し て は有効な視点を提供す る も の と考え ら れ る 。

III．討 　論

1， 統合的概念の 構成

　研 究 2で 見 た よう に ア パ シ ーは
， 本来 の 精 神病理学

的意味 と し て は 非常 に 重 い 障害の 症状 を示 す概念 で

あ っ た。と こ ろ が ，Walters （1961 ） に よ りス チ ュ
ーデ

ン トと結合 され，大学生 の 特異 的障害 を表 わす語 とし

て転用 さ れ た こ と で意味の 変質が生 じた 。 そ の 後 ， 日

本 に 移入 さ れ ，研 究 1 で 見 た よ う に 概念内容 に つ い て

研究者間で の
一

致 がな い まま ， 概 念 の 展開 が見 られた。

そ こ で 再 び，ア パ シ
ー

の 部 分 の み が S・A か ら切 り離 さ

れ，大学生対 象 と の 限定 を離 れ て 広範囲 の 年代 の 不適

応 を示す語 と し て拡が りつ つ ある。こ の よ うな適用 の

拡大 は ， 意味の 拡散を伴 っ て い る た め ， S ・A の概念が

それ に よ っ て さ らに 混乱 する可能性が 強 い 。

　そ こ で ， ア パ シ ーの 意 味の 拡散 を防 ぐ た め に は ， S ・

A の統
一

的概念を構成 し ， ア パ シ
ー

の 特異的障 害 の 核

と な る概念 を 明 ら か に す る作業が 必要 と な る 。 核 と な

る概 念が 明確で あれ ば，意味の 拡散 を生 じさ せ ず に 大

学生 以外 に適用範囲を拡げ ， 概念を拡大す る こ と も可

能 とな る。こ の 点 に 関 して 筆者 は，S・A の 障害 レ ペ ル

を人格障害 と診て い る の で ， 特異的障害の核 とし て 人

格構 造 を 明 ら か に し て い く こ と が 重要 と考え る 。

　S ・A の特異的障害 を統合的 に 包 含 す る統
一

的 な概

念 を構成す る際 に は，研究 2 で 示 し た S・A の 障害に 内

在す る多面性 を い か に 概念 に 統合 す るか が 重 要 とな る。

と い うの は ， S ・A 概念の 混乱 は ，
　 S ・A の障害 に 内在

す る多面性 に 由来 し て い る と推測 さ れ る か ら で あ る 。

したが っ て，多 面性 を取 り入れ た統 合的 な概念を構成

す る こ と が今後の 重 要 な 研究課題 で あ る 。
こ の 点 に 関

して は，
．
ド山 （1995a）が S・A の 多元 的構造 モ デ ル を提

案 し て お り， 具 体的 方向性 を示 す もの と して 注 目 さ れ

る。

　な お ， 研 究 2 で 見 たよ う に S ・A は 他 の 障害 と重複す

る側 面が 多い の で ， 統合的概念の構成に 際 し て は 明確

な分 類基 準を備 え た操作的定義 を作成す る必要が ある 。

2． 援助論

　研 究 1 で 示 し た各論者の 概念 に お い て ， S・A の 特異

的障害 と して ，困難場 面 の 回避 腿 却，撤 退 〕行動が 見 ら

れ る と の 点で は
一

致が 見 られ て い た 。
こ の よ うな回避

傾 向 が 強 い ため，S ・A は，困難な状況 に 陥 っ て も自発

的来談は稀で あ り ， 関係者 に 指示 さ れ て の 来談が ほ と

ん ど で あ る 。 ま た ， 来談 し て も困難な状況を否認 し ，

現 実を回避 し続 け る の で ，伝 統的 な心理 療法 モ デル に

よ る対応で は来談継続が困難 と な る 。 そ の結果 ， 面接

で 得 ら れ る データ は少な く， しか も現実回避 し て い る

ため に 観 察 で 得 られ るデータ も限 られ る。統
一

的概念

が 形成で き な い 理 由の ひ と つ に ， こ の デ ータ の 少な さ

が あ る。つ ま り，デ ータ が 限 られ る た め，論者 の 対応

や 視点に よ っ て 見解が異 な っ た も の とな っ て い る。し

た が っ て ，統
一

的概念の 構成 や人格構造の解明の た め

に は，まず適切 な援助 方法 を開発 し，具体的 デ
ー

タ を

収集す る こ と か ら始 め な けれ ばな らな い 。

　 S・A の 援助技法 を論 じ て い る研究に は，以 下の も の

が あ る。Walters （1961），佐治 〔1976｝は．受動 的攻撃 性

に 巻き 込 ま れ な い こ と の 重要性 を指摘す る 。 ま た 具 体

的 視点 と し て笠原 （1977 ）は伯 父
一

甥的な斜め の関係で
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適切 な距離 を とる こ と， 土川 （1981，lgge，1992）， 林（1990＞

は根気 強 く関係 を つ な ぎつ つ 現 実的 な サ ポー
トを行 う

こ と， 青木 （1988〕， 峰松 （1990） は援助者が社会的常識

に 捉 われな い こ と ， 青木 （1989），山田 （1990） は家族 の

参加 を求め る こ と， 松 原 （1985a，b，1990，上992｝ は具体的

行動 の 調整 を行 う こ と を指摘す る 。

　 こ れ ら は，い ず れ も有効 な指摘 で あ る が
， S・A の全

体構造 との関連が明 らか で な い た め ，対処法 と して の

意味合 い が 強 く，系統 的 な方法論 の 展開 とな っ て い な

い 。それ に 対 して 下出 ｛1994a ）は ，
　 S・A を 「悩め な い 」

障害 と し て，そ の構造 に 基づ き，つ な ぎモ デ ル とい う

系統的 な援助方法論 を開発 して い る 。 今後 は ， こ の よ

うな S ・A 独 自の 人格構造や 防衛機制を踏ま えた上 で

の 系統的な 援助技法 の 展開 が 必要 で あ る。

　 S・A の 事例研 究 の ような実践型研究で は，実践方法

の 改善 に よ り ， 新た な デ ータ が 得 ら れ て 研究 が 進 み ，

対象の構造が 解明され，さら に それ に よ り系統的な実

践方法 の 開発が進 み ， 対象の 全体構造が 明 ら か に な る

と い う循環的な 関係 で 暖 助 ）実践 と 吩 析｝研 究 が進

む 。 し た が っ て，S・A の 統
一

的概 念の 形成 に は援助技

法 の 開発 が 前提 と な る 。

3． 社会 ・文化論

　研究 1 で 見 た よ う に S・A は ， 米 国 で は そ の 後全 く注

目さ れ な か っ た の に 対 して，日本で は数多 くの 研究 が

な さ れ て い る。 こ の よ うな相 違が生 じた要因 と して，

研究 2 で 指摘 し た よ うに S ・A が 日本 の 社会 ・文化 と密

接な関連性 をも っ 障害で ある こ とが推測 され る。した

が っ て ，S ・A の 背景 と な っ て い る社会 ・文 化的特徴 に

つ い て の研究 も今後必要 と な る。社 会 ・文化的側面 と

し て は，以下 の 3 点 が 考 え られ る。

　第 1 点 は ， 教育 シ ス テ ム の側面 で あ る。 留年 に 寛容

な H 本の大学環境 の 影響 も大 きい と考 えられ る 。 しか

し，早期 か ら の 進 学競争を内包す る教育シ ス テ ム は，

深谷 ｛1990）が 示 す よ う に こ ど もを含め て 日本人 の 心性

に 何 らか の 無気力 を生 み 出 し て い る と 考 え られ る 。 第

2点 は ， 親子関係の 側面で あ る 。 山田 （1984、199Da），小

JII（1992） は，　 H 本の 事例 の 場 合は，　 Walters （1961） と

は 異 な り，エ デ ィ プ ス 葛藤以前の母子 関係の 問題が 要

因 で あ る との 見解 を と る 。 母性社会 （河 台，197G）と い わ

れ る 日本 の 親子関係 の 在 り方 と も関連 して お り， 注目

され る点 で あ る。第 3 点は ， 青年期発達の側面 で あ る。

小此本 （ig79 ）が 日本特有 の モ ラ トリア ム を概念化 した

よ うに 日本 の 青年期 は； Erikson（1959｝が ア イデ ン テ ィ

テ ィ の 発達 として 示 した の と は異な る発達様相を呈 し

て お り， そ れ が S ・A 形成に 関連 す る と の 考 えで あ る 。

こ れ は，上記進路 発達 の 問題 とも重 な る点で あ り，S・

A の 背景 と し て 日本 の 青年期発 達 の特殊性 を見 て い

く必 要が あ る とい え る 。

4 ． 実証 性 の 問題

　単な る少数事例 の 記述 に 基づ く臨床的推論で は な く，

IO以 上 の 事例の 具体的データ を比 較可能 な形 で 提示 し

た うえで 議論 して い る研 究 は ， 岡庭 C19S3）， 加藤 （199D）

だ けで あ る 。 また面接や観察 に よ るデー
タだけ で な く，

投影法等の 検査デ
ー

タ に 基 づ く推論 を して い る研究 も

少な い 。例 えば ，
ロ
ー

ル シ ャ ッ ハ
・テ ス トの デ

ー
タ に

言及 し て い る研究 は，島崎 ・竹 内 （198D
， 岡庭 （1985），

矢花 （19S6）
， 土川 （エ988）の み で あ る。調査型研究 に つ

い て は ， 上地 G979），田 中他 （1990）が 質 問紙法 を用 い

て行 っ て い る が ，信頼 性 ， 妥 当性の検討が な さ れ て お

らず，方法論 的 に 問題が あ る 。 ま た ，鉄島 （1993） は 質

問紙法で ， 楡木 （1993）は 調査型面接 法 で
一

般学生 の ア

パ シ ー傾向を調査 し て い る が ， 障害 と して の S・A と一

般的 ア パ シ ー傾 向 との 区別 が な さ れ て い な い 点で問題

が あ る 。

　 こ の よ うに 適 切 な 実証性を備 え た 研究 が 少 な い の は
，

操作的定義が未構成な ため に 研究 として は探索的段 階

に留 ま ら ざ る を えな い こ とに よ ると考え られ る 。 つ ま

り， 磆究段階 と し て は ， 臨床的事例研究 に お け る個々

の論者の 臨床経験に 基 づ く臨床像 の 推論的 提示 の 段階

（仮説 生成 段 階 〕に 留 ま り， 仮 説 （モ デ ル ）の 妥 当性 を組 織

的に検討す る検証的段階 に 到 っ て い な い 。そ こ で ， 今

後 の 研究 の 課題 と し て は ，ま ず実践型研究 を 通 し て 仮

説 （モ デ ル ｝ で あ る操作的定義 を構成 し，その うえで 検

査データ を含め た複数 の 事例 の 実証的 データ に 基づ く

仮説検 証的研究 を行 う こ と で あ る 。 ま た ， 調査型研 究

に つ い て は ， 搆成さ れ た 操作的定義 に 基 づ き，障害 と

し て の ア パ シ
ーと

一
般 の ア パ シ ー傾 向 を区別 し た 上 で ，

両者 の 関連性 の 検討 を行 う こ と で ある 。 そ れ に よ り，

S ・A の障害形成の 背景 と な っ て い る青年期
一

般 の状

況 を実証的 に 検 討 する こ と が 可能 と な る 。
こ の種の研

究 として は ， 下山 （1995b） の S・A の 多元的構造 モ デ ル

の 心 理 障害と
一
般大学生 の 無 気力 の 関連性を検討 し た

下 山 （199ia）が あ り， 今後の研究の ひ と つ の 方向性を示

す例 とい え る b
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