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資　料

青年期 に お け る一 般的統制感 と時問的展望

ア パ シ ー傾 向 との関連性

杉　山 成
上

神 　田　信 　彦
2

AN 　 ANALYSiS 　OF 　 RELATIONSHIP 　BETWEEN 　 THE 　GENERAL 　PERCEIVED

　　　 CONTROL 　AND 　THE 　TIME 　PERSPECTIVE 　IN　 ADOLESCENTS

　　　　　　　　　　　　 In　relation 　to　apathy 　tendency

Shigeru　SuGIYAMA　AND 　Nobuhiko 　KANDA

　　The 　purpose　of　the　prese！1t　study 　was 　to　ciarify 　the　effect 　of　the　time 　perspect三ve

upQn 　 apathy 　 tendency 　 in　an 　 internal　 and 　external 　 group 　of　 locus　 of　contrel ．　 A

questionnaire 　 of 　the　locus　 Qf 　contrd 　 scale 〔Kambara 　 et　 aL ，1982），　 experiential 　time

perspective 　sca 】e （Shirai，1994），　and 　 apathy 　tendency 　scale （Tetsushima，1993）were

administered 　to　165　university 　s 之udents 〔78　males 　and 　87　females〕．　 Multiple　regression

an 且iysis　was 　appiied 　to　the　data．　 The 　main 　results 　were 　summarized 　as 　follows ： 〔1）

The 　influence　 of　locus　of 　control 　 upoll 　future　time 　perspective（goal　directedness，

hopefulness）was 　significant ；（2）The 　influence　of　future　time 　perspective 　upon 　apathy

tenden ⊂y　was 　significant ；（3）Between　in亡ernal 　and 　external 　control 　groups ［）f　locus　of

control
，
　 the　influence　of　future　time 　perspective　up 匸m 　 apathy 　 tendency 　 was 　found

Significant　in　only 　the　internal　group．

　　Key 　words ： time　pe τ spective ，　bcus 　of 　c ぐ）ntrol ，　apathy
−tendency ．

問　題

　時間的展望 （time 　perspective ） の 研 究対 象 に は，狭義

の 時間的展望 （time 　persl）ective ；extenSi 。 n，　density，構 成 の

程 度等 の 側 面 〕，時間 的態度 （time 　 attitude ；個 入 の過 去 ・現

在 ・未来 に 対 す る pos ｛tive．negative な態 度），時 間 的志 向性

（time 　 orientation ： 個 人 の 思 考，行 動 の 優 先 的 な 方 向性 ｝ と

い っ た種 々 の 概念 が あ る （Nuttin＆ Lcns，1985 の 定義 に よ

る）。 Lewin （1942　；　1951） が ， 個人 の 生活 空問 を ， 未来

や 過去 を も含む も の と し て と ら え，個人 の粘 り強さ ，

集団 の モ ラ
ー

ル ，お よび リ
ーダー

シ ッ プ な ど が 時間的

展望 の あ り方 に 強 く依存 して い る こ とを指摘 して 以後，

こ うした時間的展 望，特 に 未来展望（futuTe　tirne　perspec・

1
立 教 大 学 文学 研 究科 （Rikkyo 　University＞

2
白梅 学 園短期 大 学 （Sh｛raurnegakuen 　Col［ege ）

tive）と
， 適応変 数 や パ ーソ ナ リ テ ィ 変数 と の 関連性が

多 くの研究に よ っ て検討 され て きた。

　 こ う し た実証研究で は ， そ れ ぞ れ の操作的定義 に 基

づ い た未来展 望 の 測度 と他の 測度 との 相 関的 な関連性

が 議論さ れ て い る 。 しか し ，
こ れ らの 研究 の多 くで は ，

扱 われ て い る変数 が 未来展望 の 先行要因 な の か ， そ れ

と も時間的展望が現在 に 影響 を及 ぼ した結果 な の か と

い う因果 的な 関係に つ い て は ほ と ん ど議論 さ れ て い な

い 。そ の ため，こ うした 従来の研究で は ， 未来展望が

現在の 行動 や 適応 に 影響 を及 ぼ す メ カ ニ ズ ム を説明 し

て い る と は い えず ， 上述の よ うに未来展望 と適応
一

不

適応 との 関連が 確認 さ れ て も，未来展望研究の側か ら

不適応へ の 心理的援助等に 対し て有効 な示唆 を与 え る

こ と は難 し い 。 Lessing（1972｝は ， 純粋 に認知的な未来

展望 と ， 実際 に 行 動 を動機 づ け た り調整す る未来展望

を区別す る必要性 を 主張 し て い る が ， 今後の研究に は ，
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未来展望の 現在 の行 動 ・適応 へ の 影 響 の プ ロ セ ス と い

う観 点 か らの 理論 展開 ， お よ び実証研究が 急務 で あ る

と考え られ る。

　 こ の 点 に 関 して，杉山 口1994 ； ig蚓 は，未来展望概

念 を 動機 づ け の EIV モ デ ル ｛X
’
roum ，1964） の な か で と

らえよう とす る Lens ら の 試み 〔De 　Velder ＆ Lens．19821

Vall　 Calster，1．cms ＆ Nut ［in．19S7， や，未 来志 向 モ デル

（Raynor ，1974）を検討 し，そ うした現在に対す る 影響力

を持 つ よ う な 未 来 展 望 （以 下 「動 機 づ け 的 未 来 展 望

〔motivtat ］cmal 　futしlre 　 tin コe　perspectiv
’
e ） と呼 ぷ ） の確立 に

お い て は．自己 に 対 す る 「期待 （expectuncy ）」が 中 ’も・的

な役割 を持 つ と考え た 。 そ し て丁白 己 に 対す る期待に

関わ る認知 的概念で あ る統制感 （perceived　CDnlm1 ｝に 基

づ い て ， 動機づ け的未来展 望 が 確立 さ れ，現在 の 行 動 ・

適応 に 影響 を及 ぼ す と い う過程を推 測 し て い る 。

　 それ に よれば ， まず，高 い 統制感 を獲得 し た 場合 で

は ， そ れ に基づ い て 動機 づ け的未来展望 （個 人的 未来 に 対

す る ポ ジ テ ィ ブな 態風 長 く，か つ リア リ テ ィ の あ る未 来 展 望 な

ど）が 確立 され る 。 そ の 場 合，高 い 価値 を持 つ 未来の 予

想図 と，そ れ へ の 到達経路 が生活空間内に存在す る た

め に ，そ の 「未来」 の 獲 得を 目指 し て 現在 の 行動 が調

整 さ れ る で あ ろ う。従来 の 研究 で は， 人生満足感（Les／g・

lrlg．1972），生 きが い 感 〔都 Ut，　1984） な ど，人生 全体 に 対

す る態度 と未来展 望 と の密接 な関連が示 され て い る が ，

特に こ れ ら の 現在 の 態度 は ， 現在 の 即時的な統制感と

い う よ り も ， そ れ に 基 づ い て確立 さ れ た 動機 づ け的未

来展望 か ら直接的な 影響を受 けて い る と考 え られ る 。

　
一一

方，統制感 が 低 い も の で あ っ た場 合 に は，動 機 づ

け 的未来展望 は確立 され な い 。末 来展望 の あ り方 と非

行 と の関連性 は多 く確認 され て い る が （e．g．，　 Barndt ＆

亅ohnson ，1955 ；勝 俣 ・篠 原 ・村 上，1982 ），動機 づ け的未来展

望が 確立 さ れ な い 場 合 に は，未来展望 に よ っ て現在 の

行動が 調整さ れ る こ と が な い た め ， 非行 の よ う な 刹那

的 ・短絡的な行動や ， ま た ， モ テ ィ ベ ー
シ ョ ン の 低下

し た 無気力状態を導 くこ とが あ る で あ ろ う 。 こ の よ う

に
， 未来展望 の 性質 と現在に対 す る行動調整効 果 は ，

個人 の抱 く統制感の状態に よ っ て 異 な る こ とが推測 さ

れ る 。

　 そ こ で本研究 で は ， 未来展望の行動調整効 果 と統制

感の 関連 に つ い て検討 す るため，未来展望 に 影響 を受

け る心琿的要因 として 大学生 の 学業に対す る ア パ シ
ー

傾 向 を想定 し，未来展望，お よ び そ の 先行要 因 と し て

の 一般的統制感 と の 関連性 を検討す る 。 ア パ シ ー傾向

と は 「精神病の 無気力 と異な り，心理 的原因 で 主 とし

て 学生 の 本業 で あ る 学問 に 対 して 意欲の 減退を 示 す ご

と （鉄島，1993）」 として定義さ れ る 現代青年 に 特徴的 な

心 理 現 象 で あ る 。 上 に 挙 げ た統制感 と未来展 望の 関連

か ら考慮す る と， 個人 の持 つ
一
般的統制感 が未来展望

に 対 し て 正 の 影 響性 を 持 ち
，

さ らに そ の未来展望が ア

パ シ
ー

傾 向 に 対 して抑制的効果 を及 ぼ して い る と推 測

され る。 こ の よ うな未来展望 と そ の 先行要因 ， 被 影 響

要因 と の 関連性 をパ ス 解析を行 う こ と に よ っ て 検討 す

る。

　ま た ，

一般 的統制感 の 高群 と 低群の 問に お い て は，

未来展望 が ア パ シ
ー
傾向に対 し て 示す抑制的効 果が異

な る こ と が推測 さ れ る 。 すなわち ， ｛
一

般的 統制感 の 高い ）

内的統制群 に お い て は ， 動機づ け的未来展望が確立 さ

れ るた め ， 未来展望が ア パ シ
ー

傾 向に 対 して 負の 影 響

を与 え て い る が ，（
一
般的統制 感 の 低 い ）外的統制群 で はそ

うした傾 向 は み られ な い で あ ろ う と 考 え ら れ る 。 そ こ

で ， 内的統制群 ，外 的統制 群それ ぞ れ の 未来展望 の ア

パ シ
ー

傾 向 へ 示 す影響性 を検討 し，こ の よう に 推測 さ

れ る両群 の 差異 を 検討 す る 。

方 法

　被験者・調査手続 　被験 者は首都圏在住の大学生 165

名 （男性 78名，女性 87 名）で あ る。年齢は 19才 か ら 24才 で

あ り ， 平 均年齢は 19．75才 （標 準 偏差 0．81）で ある 、，1994

年の 心理 学 の 授業 中 に 質問紙 を配布 し，回答 さ せ た。

　質問紙 の構成　質問紙 は フ ェ イ ス シ ー ト と以
．
ドの 3

つ の 尺度で構成 され た 。 それぞ れ の 尺度に対す る評定

は，すべ て 6件 法 〔「よ く当 て は ま る 」「か な V 当 て は ま る」「当

て は ま る 1「少 し 当て は ま る」「殆 ど当て は ま ら ない 」「全 く当て は

ま らない 」〉 で行 っ た。

（1｝ Locus　of　Control尺度　本研究 に お い て は ， 青年

に適用 で き る 1次 元 の Locus　of　Contro1尺度 と して，

鎌原
・
樋 冂 ・清水 （1982） に よ る 18項 目か ら構成 され る

尺度 を使用 し た 。 得点 の 範囲は 18か ら108点で あ り ， 高

得点で あ る ほ ど 内的統制感 が高い こ と を意味す る。

（2） 時 間的展望体験尺度　時間的展望 の 尺度 として は ，

白井 （1994）の 時間的展望体験 尺度 を使 用 した 。 こ の 尺

度は，青年の 時間 的展 望 の構造を文章完成法 に よ っ て

分析 した白井 （1989） に基づ い て 構 成 された尺度 で あ

り，

一
般的な 時間的展望研究 の 分類 （た と えば，Nut しin＆

Lens ．1985）で い えぱ ， 時間的態度の 測度 に 相 当 する。こ

の う ち ， 個人 的未来 に関す る態度 を測定す る 2尺度，

目標指向性尺度 （5 項 副 と希望尺度 （4 項 目）を未来展望

の 尺度 として 使用 した 。 ま た ， 個人 的現在 に 対 す る 態

度を統制 し て 未来展 望 の 現在 へ の 影 響力を確認 す る た

め に ，個人的現在 に対す る態度を測定す る 「現在 の 充
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実感 」尺度 〔5項 目 ） も実施 し た 。

く3｝ ア パ シ
ー傾向測定尺 度　大学生 の ア パ シ ー傾向の

測定 に は ， 先 述 の ア パ シ
ー

傾 向の 定義に 基づ い て 構成

さ れ た 鉄島 q993） の ア パ シ ー傾向測定尺度 を使 用 し

た 。

TABLE　1　 時間的 展望体験 尺度 の 各 ド位尺度 に 対す る

　　　　単回帰分 析 の 結果

説明変数 ＼ 基準 変数 　目標指 向性 　 希 　　望　現 在 の 充 実感

Locus 　of 　Contr  1 ．40蓼゚ ．57鱒 ．42 “

桝
p＜ 01　表 内 の 数 字 は単 回 帰係 数

結果 の 整理

　項目分析　ま ず ，
Locus　of 　Control尺 度の 全 18項目

に よ る Cronbach の α 係数 は約  ．75で あ っ た 。 合計得

点の 平 均 は 70．28 ｛標準偏差、IO．71）で あ り，男女の 間に

は有意 な差は な か っ た 〔t＝1．4］，dfニユ63，　n．s．〉。こ の Locus

of 　Control合計得 点 の 分布 は 正規分布 に 近 か っ た の で ，

合計得点 に 基 づ い て 被験 者 を 2 分 し，低得点 の 被験者

群 を外的統制群 （Locus　of 　Contr。 1得 点 が 71点 末 満 の 82

名 ）， 高得点 の 被 験者群 を内的統制群 （1．。cus 　ef　Control

得 点 が 71 点 以上 の 83名 〉 と す る 。

　一
方，時間的展望体験尺度に 関し て は ， 各 下位尺度

の 尺度得点 に 素点 の 合 計得点 を項 目数 で 除 し た も の を

あて る こ と と し て ， そ れ ぞ れ に お け る α 係 数 を算 出 し

た と こ ろ，目標指向性 で 約0 ．66，希望で約 O．67， 現在

の 充実感で ， 約0．76で あ っ た。項 目 の 数 の 少 な さを考

慮すれ ば，こ れ ら は 最低限の 内的整合性 は持 つ と考 え

られ る e

　ア パ シー傾 向測 定 尺度 31項 目 に 対 し て は，全 体 の

デ
ー

タ に お い て 因子分析 を行 っ た 。 因 子 の 固有値の 落

ち 込 み ， 及び因子 固有値 が 1．O以上 とい う 2 つ の 基準 に

よ っ て ， 3 つ の 因子が 主因子法 に よ り抽 出 され，バ リ

マ ッ ク ス 回転 を施 した と こ ろ，す べ て 鉄島 （1993 ）の 尺

度構成時 に得 られた 因子 と同
一

の も の が得 られ た。第

1 因 子 は 「授 業か ら の 退 却」， 第 2 因子 は 「学 業 か ら の

退却」， 第 3 因子 は 「学校生活 か らの 退却」 と名付け ら

れ る 。 そ こ で ， 各因子 を構成 す る 項 目 の 得 点 を合計 し

て 各 因子 に 対 応す る尺度の 下位尺度得点と し た 。 各下

位尺度得点 に 関 し て α 係 数 を算 出 した と こ ろ，第 1下

位尺 度で約0，89， 第 2 下位尺度 で 約0．84 ， 第 3 下位 尺

度 で 約 0．77で あ り，

一応の 内的整合性 を有 し て い る と

判断さ れ る。

　 Locus　of 　Controi ， 時間的展望 ， ア パ シ ー傾向の 関

連 そ して ， こ れ らの 間 に 「Locus　of　Control −・ 未来

展望 → ア パ シ ー傾向」 と い う関連 を仮 定 し ， 回帰分析

を行 っ た （重 回 帰分 析 に お け る変 数 の 投 入 は
一

括 投 入 法 に よ

る）
。

　 まず ， Locus　ef 　Control尺度を説明変数 ， 時間的展

望体験尺度 の 各下位尺度 を基準変数 と し た単回帰分析

（TABLE 　l）に お い て は ， 時間的展望体 験 の 下位尺度 へ

の パ ス は い ずれ も有意 に な っ た 。

　時間的展 望体験 尺度 を説明変数，アパ シー傾向尺度

を基準変数 と し た分析 （TABLE 　2） で は ， 重相関係 数 は

す べ て 有意 に な っ た。そ して，ア パ シ
ー傾向の 3 つ の

下位尺度そ れ ぞ れ の 示 す結果 が異 な り，ア パ シ ー傾向

の 「授 業か ら の 退却」尺度に 関 し て は ， 重 回帰分析に

お け る 重相 関係数 が 有意 に な っ た が，未来尺度か ら の

パ ス は有意に 至 らず， 現在尺度 の み が 有意 な負の パ ス

を示 し て い た。次 に ，「学業か ら の退却」尺度で は，現

在尺度の 他に未来尺度 で あ る 目標指 向性尺度 か ら の 負

の パ ス が 有意に な っ た 。 「学生生 活か ら の 退却」尺度で

は ， 説 明変数 と基準変数 の 相関分析 に お い て は， 2 つ

の 未来尺度 と ア パ シ ー傾 向 の 間に有意 な負 の 関係 が み

ら れ る が ，重回帰分析 に よ っ て 現在尺度 の 影響力が統

制 さ れ た 場 合 に は ， 有意 で あう た の は希 望尺度か ら の

弱 い 負の パ ス の み で あ っ た 。

　内的 ・外的統制群 の 比較　内的
・
外 的統制群の 差異

を検 討す る た め に ， まず ， 時間 的展望体験尺度の 下位

尺度 に つ い て ，内的 ・外的統制群間 に お け る 平均 値の

差の 検定 を行 っ た。そ の 結果，TAHLE 　3 の よ う に ， 時

間 的体験尺 度の 3 つ の 下 位 尺度 の 得点 に お い て．内

的 ・外的統制群 問 に 1 ％水 準 で 有意 な 差 が 存在 して お

り，現在尺度 ， 未来尺度 とも に 内的統制群が ポ ジ テ ィ

ブ な 傾 向 を 示 す傾向が確認 さ れ た 。

　次 に ， 時間的展望 とア パ シ
ー

傾 向 との 関連性 の 差異

を検討す る ため に ， ア パ シ
ー

傾 向測定尺度 の各下位尺

度得 点 を基準 変数，時間的展 望体験尺度の 3 つ の下位

TABLE 　2　 ア パ シ ー傾 向尺度 の 各下位尺度 に 対 す る重

　　　　回帰分析の 結果

基 準 変 数

説 明 変 数

授業か らの退却　 学業か らの退却　　掌生生話からの退却

β r β 「　　 β r

目 標 指 向 性 　 、G3　 ．21’　 ．3V ＋一、32”一．08 　
−．45材

希 　　　 　 望　
一．12　　 ．12　　 ．10　　．12　 −．23嚇一．36鱒

現 在 の 充実 感　
一．21‡

　 ．26榊

　 、29錦 一．32零霍一、36嚇一．50鱒

重 相 関 係 数 　 ．28“ ，41零喀 ．56．＊

樋
　p く．01　

’

p＜．05．　β は標 準 偏 回帰｛系数，r は桐関｛系数
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尺 度得点 を説明変数 として ，内的 ・外的統制群別 に 重

回帰分析 を行 っ た （TABLE 　4・5）。 そ の 結果，まず 「授業

か ら の 退却」尺度 に 関 して は，重回帰分析に お け る 重

相 関係数 も，説明変数 ・基準 変数間 の相関係数 も有意

に 至 ら ず ， そ の 傾 向は 両群 に 共通 して い た。次 に
， 「学

業か ら の 退 却 1尺度 で は両群 で 重 相関係数が 有意に

な っ た が ， 未来尺 度の 影 響性 に つ い て は 両群問 に 明確

な差異 が確認 さ れ た。すなわち ， 内的統制群で は 目標

指 向性尺度 か らの 負 の パ ス が有意 で あ っ た の に 対 し，

外的統制群で は そ う し た傾向は み ら れな か っ た。「学生

生活か ら の 退却 1尺度 に 関 し て も同様 に ， 重相関係数

が 有 意 に な っ た が ， ア パ シー傾向に 対す る未 来尺度 の

影響性は 両群問 で 異 な っ て い た。相関分析 に お い て は，

TABLE 　3　 時 間的展望経験尺度の 各下位尺度得点 の 平

　　　　均値の差の検定の 結果

両群に 共通 して アパ シ ー傾 向 と希望尺度 と の 間 に 有意

な負 の 関係 が み ら れ た が ，重 回帰分析 で は内的統制群

の 希望尺度の み が 有意 な負の パ ス を示 し，外的統制群

で は そ う し た 傾 向 は み ら れ な か っ た。

Locus　of 　Controlの 2 群

外的続割群 くn＝齪｝ 内的琶制群 〔11＝暴3〕　　 t（166）

目 標 指 向 性

希　 　　 　望

現 在 の 充実 感

3．31（0．84）　　　3．98（0．90）　　　　5．03專噂夢

4．24 （O．89｝　　 4、96ω．73）　　　 5．58鱒8

3．55（O．98｝　　　4．2D（0 、89）　　　　 4．45・．1

鉾 亭
p（ DO1　 （　 ） 内 は標 準偏差値

TABLE 　4　 ア パ シー傾向尺度 の 各 下位尺 度 に 対す る重

　　　　同帰 分析 〔外的統制 群） の結果

基 準 変 数

説 明 変 数

授業か らの退却　　学業か らの退却　　宇  tL活から9還却

β r β ー β r

fi標 指 向 性

希　 　 　 　望

現在 の 充 実感

．09　　
−．01　　　．23　　−．22　　−．19　　−．38s8

−．D7　　
−．13　　　甲25　　　，01　　

−．22　　−．42．ホ

ー．18　　
−．正9　　　．26°　 一．22　　

−．23霍　 一，428尋

重 相 関 係 数 　 ．21 ．34’ ．52”

脚
pぐ 01　

‘
p〈 05．β は 標 準 偏 回 帰 係 数 ， r は相関 係数

TABLE 　5　 ア パ シ ー傾 向 尺 度 の 各 下 位尺度 に 対 す る 重

　　　　回帰分析 吶 的 統制群 ） の 結 果

基 準 変 数

説 明 変 数

授業か ちの退却　 学業か らの退却　 学生生話からの退却

β r β 「　　 β r

目標 指 向 性

希 　 　 　 　望

現 在の充実感

．02　　
−、（16　　

−．3P 　
−．26車　　．08　　 ．21

−．D6　　
−．10　　　．19　　

−．08　　
−．29廓　 一、358．

一．19　　　．21　　
−．27季

　
一．30零

　
一．44喀亭　 ．49．零

重 相 関 係 数 　 ．21 、39纏 ．55，’

゜ lp
〈．Ol　

ゆ

pく．05．　β は標準 偏 回帰係 数，　r は 相 段冒系数

考 察

　本研究に お い て は，まず ，
Locus　of　Control， 時間

的展 望体験 尺度，そ して ア パ シー傾向 の 関連性 を回帰

分析 に よ っ て 検討 し た 。 そ の 結果 ，
Locus　of 　Contro】

か ら 2 つ の 未来尺度 へ の 影響性 は い ず れ も有意で あ り，

現在尺度 と同様 に 強 い もの で あ っ た 。 こ の 結果 は，

一

般 的統制感 に基づ い て未来展 望が確 立 され る と い う経

路を 示唆す る もの と考 え られ る 。 さ ら に，時間的展望

体験尺度 か ら ア パ シ ー傾向 へ の 影響性 に 関 して は ， 現

在 尺 度が与 え る 影響 に比 して それほ ど強い 影響性 で は

な い も の の ，推測通 り未来 尺 度が ア パ シ
ー

傾向 に 負 の

影響 を及 ぼ して い る こ とが 確認さ れ，ア パ シ ー傾 向と

い う心理的変数が 未来 に 対 す る 認知 に 影 響 を 受 け て い

る こ とが 示唆 され た 。
こ の よ うに，本研究の 結果 は ，

Locus　of 　Controlと未来展望，そ して ア パ シ ー傾向 と

い う 3 変数 の 関連 を示唆す る もの で あ っ た 。 た だし，

こ れ らの 関連 に お け る因果性の実証 に 関して は，今回

の 回帰分析に よ る検討 の み で は 不十分 で あ り ， 今後 ，

縦断的調査 な どを通 して検討して い く必要が あ る。

　次 に
， 内的統制群 ・外的統制群間 に お け る 未来 展望

の 差異 ， お よ び そ の 行動 調整効果の 差異 を検討し た。

まず，時間的展望体験尺度に対す る平均値 の 差 の 検 定

を行 っ た 結 果 ， 3 つ の 下位尺度 す べ て に 関 して両群に

有意な差 が 見 い だされ た。 こ の うち ， 未来に対す る態

度を測定 す る 2 つ の 尺度 は ， 目標指向性尺度が 「私 に

は ， 将来の 目標が あ る」 と い う項 目に代表さ れ る よ う

に未来 の 生活設計 ・人生計画 に対す る認知的側面 を測

定 し て い る の に 対 し ， 希望尺度 は 「私 の 将来 に は 希望

が持て る．亅と い う よ うな ， 未来 へ の よ り感情的側面を

測定す る 尺度で あ る。未来 に 対 す る 態度 を 構成す る こ

の 2 つ の 異 な っ た側面の 両方 に お い て，内的統制群は ，

外的統制群に比 し て ポ ジ テ ィ ブ な傾 向 を示 し て い た。

Platt＆ Eisenman （1968） は ， 外的統制 の 個人 が 内的

統制 の 個人 に 比 して ， extension 昧 来 展 望の 長 さ）， evalu
・

ation 昧 来 に 対 する 評価）な ど の 未来展望 の 各側面に お い

て，よ りネ ガ テ ィ ブな傾向を示 す と し て お り，また ，

Thayer ，　Gorman，　Wessman ，　Schmeidler ＆ Mannuc −

ci （1975）は ， 時間 的経験 質問紙 （Wessman ，1973 ）を実施

し ， 外 的統制 の 個人が 時間の 連続性の認知に 劣 り，計

画性 に 欠 け る 時間的展 望 を持 っ て い る と い う結果 を得
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て い る 。
こ の よ うに ，Locus　of 　Controi の 内的統制群

と外的統制群の問に は ， 未来展望 の 諸相 に お け る差異

が 報 告 さ れ て い る が，本研究 の 結果 も こ れ らの 先行研

究 と
一

致す る も の で あ る 。

　 さ ら に，未来 尺度 の ア パ シ
ー傾向 へ の 影響性 を車回

帰分 析 に よ っ て検討 し た結果 ，

・一．・
般 的統制感の 高い 内

的統制群 に の み ，ア パ シー傾 向の第 2 下位尺 度 と第 3

下位尺度に対す る未来尺度 の 有意 な 負の影響性が確認

され た。 こ れ は ， 内的統制群の 未来展望 はアパ シ
ー傾

向に 対 し て 負 の 影響 を与え て い る が，外的統制群で は

そ う し た傾向は み ら れ な い とした推測 と一致す る 。

　 と こ ろ で ，全体で の 分析や 内的統制群 の み の 分析 で

は未来尺度が ア パ シ
ー

傾 向 に 負の 影 響を与 え て い る こ

と が確認 さ れ た が，そ の未来尺度 が ，第 2下位尺度 で

は 目標指 向性尺 度 で あ っ た の に対 し て ， 第 3 下位 尺度

で は希望尺度で あ る とい う違 い が み ら れ た 。
こ うした

ア パ シ
ー

尺度 の 下位尺度 と目標指向性尺度 ・希望尺度

との 関連性 は ， 以下 の よ うに 考察 さ れ る 。

　 まず，ng　2 下位尺度 「学業か ら の 退却」に 目標指向

性尺度が 負の 影響 を及 ぼ し て い る傾 向に は ， 学業 の 未

来 へ の道具性の 認知 が関係 して い る もの と推測 さ れ る 。

Raynor ｛1968）や ，　 Raynor ，　Atkinson ＆ Brown 〔1974）

は ， 大学生や高校 生 に お ける試験 の 高い 成績や 動機づ

け の 強 さ が ， そ れ らの 成績 を未来 の 目標 ・成功 と結び

付け る か 否 か の 関数 で あ る こ と を見 い だ して い る。本

研究で 使用 した 目標 指向性尺度 は，未来の 生活設計 ・

計画 に 関 わ る 尺度で あ り ， そ の 得 点 の 高 い こ と は，将

来計画 や個人 的 な 目標が 明確で ある こ と を意味す る 。

よ っ て ， そ の 傾 向が高 い 場 合に は，現在 の 学業に 対す

る努力 は，未来の成功の た め の下位目標 と し て 道 具的

な価値 を持 ち，それ に よ っ て 学業へ の モ テ ィ ベ
ー

シ ョ

ン が維持さ れ て い る の で あ る が
， 目標 指 向性 が 低 い 場

合 は現 在 の 学業 の道具 的な価値 を認知 で きな い ため に，

そ れ に 対 す る モ テ ィ ベ ーシ ョ ン が維持さ れ な い の で あ

ろ う 。 ま た ， 第 3 下位尺度 「学校 生活 か らの 退却」 に

対 し て は 希望尺度 が 有意 な 影響 を示 し た。Carver，

Scheier，　Weintraub（］989） は ， 楽観
一悲観主義 と ス ト

レ ス へ の 対処 に つ い て，未来 に対 し て 好 ま しい 期待 を

持つ 楽観主義 の 傾 向 と，ス トレ ス へ の 積極的な対 処 と

の結び付き を示唆 し て い る が ，本研究 の 結果 の 背景に

も， こ うし た 関連が 推測さ れ る。す なわ ち，ポ ジ テ ィ

ブな未来 を抱 い て い る こ と は，試験勉強の ような学業

に 関係す る 日常的 な ス トレ ス に 対 す るバ ッ フ ァ
ーと し

て 機 能 す る。そ し て ，そ れ に よ っ て 適切 な ス ト レ ス へ

の対処が行 われ ， 学 生生活 へ の 適応が 促進 さ れ る た め

に ，そ う した領 域 の ア パ シ
ー傾向に 抑制的な効 果 を及

ぼ し て い る と い う こ と で あ る 。

一
方 ， 第 1 下位尺度「授

業か らの退却」尺度 に お い て は ， 未来尺 度か ら の 影響

性が有意 で は な か っ た 。 こ の ア パ シ
ー

傾 向 の 下位尺度

が 授業へ の 出席の状況 に関す る項 目で 構成 さ れ て い る

こ と を考慮す る と， こ れ は 末来展望 の よ うな個 人内の

安定 し た 心理要 因 とい うよ U も，もっ と状況的な い し

表面 的な要因 （た と え ば授 業 に 対 す る 興味，出席確認 の 有 無 ア

ル バ イ トの 時 間 と の 兼 ね 合 い と い っ た 要 因｝ に 左右 さ れ て い

る の で は な い か と推測 さ れ る。ア パ シ
ー

の 各下位尺度

と 目標指 向性 尺度 ・希望尺度 と の 関連性 は ，
こ の よ う

に そ れ ぞ れ の 現在に 対 し て 果 た す機能の違 い を反映 し

て い る の で あ ろ う 。

　 こ の よう に 本研究 に よ っ て統制感 と未来展望 の 行 動

調 整効果 と の 問に 関連 が 確 認 さ れ た こ と は ， 未来展望

の 歪 み に 原因 を持 つ よ う な 不適応 に 関 し て ，以下 の よ

うな心理 的援助 の 可能性 を示唆す る 。 ま ず ， 時間的展

望 と い う個 人 の 心 理 的側 面 は，本 来，自発 的 に 確立 さ

れ る もの で あ り，他者か ら与え られ る よ うな牲質 の も

の で は な い
。 それ ゆ え ， 不適応 へ の 援助 に お い て ， 時

問的展望 を直 接的 に 変容す る と い う手法 を と る こ と は

難 し い と考 えられ る。しか し t 本砺究で 示 した モ デ ル

に 従 え ば ，現 在の 統制感 を上 昇 さ せ る 技法 （例 え ば，

Dwcck ＆ Reppucci，1Y73や Dwe ⊂k，1975で 検 討 され て い る，行

為 と 成果 の 随 伴性 認 知 を促 進 す る プ ロ グ ラム や，水 ロ ，1993 の コ

ン トロ
ール ・

ト V 一ニ ン グ な ど の 手 法 ） が
， 有効 な 援助 の 手

段 と な りうるで あ ろ う。す な わ ち ，こ れ ら の 手法 に よ

り統制 感を上 昇 さ せ る こ と に よ っ て
， 現 在 の 行動 を 調

整す る ような未来展望 の 自発的な確立 ， そし て それ に

伴う 不 適応 改善 の 可能性 が 期待 さ れ る の で あ る。

　 ただ しそ の
一

方で ， 先述 の よ うに ， 本研究で み ら れ

た 未来尺 度 の ア パ シ
ー

へ の 影響力 は ， 有意で は あるが，

それ ほ ど大 き い も の で は な か っ た 。Van 　Calster，　Lens

＆ Nuttin （1987）は，勉強の 個人 的未来の 成 功 に 対 す る

道具性 と個人 的未来 に 対す る 時 間的態度の 相互作 用が，

現在 の勉強の モ テ ィ ベ ーシ ョ ン と関連を持 つ こ と を確

認 し て い る が ，こ の よ うな 自己 の活動 の 道具性認 知 を

未来展望の 認知 的側 面 の 1 つ と して考 え れ ば ，
こ れ は

未来展 望の 認知的側面 と価値的側面 の 相 互作用 を検討

じて い る こ と に な る で あ ろ う 。 本研究 に お い て は，未

来展望の 態度的側面 の み を検 討 し た が ， 現在の 行動に

影響 を与え得 る よ う な 未来展望 を考 慮す る場 合，そ の

機能 は 未来展 望 の 1 つ の 側 面に の み 関わ る の で はな く，

未来展望 に 関す る い くつ か の 側 面 に よ る 「シ ス テ ム 」

的 な働 きに 基 づ くの か も し れ な い （e、g．，杉山，1995）。今
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後 は こ う した未来 展望 の 各側面 の 相互作 用 と モ テ ィ

ベ ーシ ョ ン と の 関連性 に つ い て の 検討を行 う必要 が あ

る で あ ろう。
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