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価値志向的精神作用尺 度の 作成
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CONSTRUCTION 　OF 　VALUE ・INTENDING 　MENTAL 　ACT 　SCALE

Keiko　SAKAI　AND 　Masaki 　 HlsANo

　　The 　purpose σf　this　study 　is　to　constract 　a　scale 　to　measure 　vaiue ・｛ntending 　menta ］

acts ，　characterized 　by　six 　types　of 　values （theoretica1 ，
　econom ｛c，　aesthetic 、　religious ，

social ，　political）origina ！ry　proposed 　by　Spranger （1921）．　 A 　typlcal　test　ba§ed 　on

Spranger’s　c ］assification 　Of　values ，　i．e ，
‘fStudy

　of　Va 羣ues
”
〔Allport　et　aL ，1951），　relates

onlythe 　sDciG −cul 加 ral　objects 　tて》 which 　individuals　feel　the　value ，　without 　treating　the

way 　in　which 　individしlals　feel　the　value ．　 Our 　scale 　is　made 　to　measure 　the　latter
subjective 　 experience （

“
mental 　 act っ itse1f．　 Basing　 upon 　personal 　 interviews　 and

preliminary 　survey ，54　items（6　mental 　acts 　x 　g　items）are 　selected 　and 　administered 　to
493college　students （292　male 　and 　201　female）．　 With 　factor　analysis ，　six 　subscales 　are

extracted 　from　those　items　to　construct 　a　Vahle・lntendlng　Mental　Act　Scale．　 Rela−
tions　of　this　scale ，　focused　on 　subjective 　merltal 　process　of　valuatlon ，　with 　preference
between　school 　subjects 　and 　vocational 　interest，　are 　regarded 　as　oblective 　manifesta −

tions　of　the　subjective 　processes　making 　the　object 　o 正adiscussion ．

　　Key 　words ； Spranger（Eduard）、　values ，　mental 　acts ，　schooi 　sublects ，　 vocatlonal

interests．

問題 と目的

　価値へ の志向性 は行動 の 力学 の 核心 で あ り， 人格 の

統一
に 大 きな役割 を果たす （AHport，　1937）。 心 を価値 へ

と向 か う月的論的構造 と し て 捉え，個 々 の 認知 ・情動

等を ， そ の 彼方 に 立 て ら れた価 値と の 関係に お い て 理

解す る こ と は，多面 的な心 的活動を統合的 に 把握 す る

上 で 有用 で あ る 。

　価値を測 定す る尺度 として は ， Sprangeて（1921）の 価

値類 型論 に 基 づ き Vernon＆ Allport （1931＞，　 Allport，
Vernon ＆ Lindzey （1951） らが 作成 し た

“
Study　 of

Va 】ues
”

（オ ー
ル ポー

ト・ヴ ァ
ー

ノ ン テ ス ト）が 最も著名で 長

期 に わ た り活用 さ れ ， 価値研究 に 大 き な影響 を与 え て

きた （塚 田，1980）。 最 近 の わ が 国 の 研究で も， こ の 尺度

1

東 京大学 〔Graduate　Schoo ］ of 　Education，　 Universit｝
・

of

　Tekyo 〕

2
電気 通信 大学 （University　of　Electro・Communications ）

の邦訳版 （津留 ・秋 葉 ・原 谷
・
野 辺地 ・関・八 重 島，197S） を用

い た追試調査 （伊藤 ・瀧 野 ・白井 ・秋葉 ・鳥 山 ・曽我 ・栃 尾 ・

中村 ・橋 本，1995）等が あ る。 しか しなが ら
“
Study　 of

Values
”

は，　 Spranger 〔1921）の提唱す る 6種 の 普遍的

価値 （理 論 ・経 済 ・美 ・宗教 ・杜 会 ・権 力） を， 6 つ の 文化

社会領域 （学 問 ・経済 ・芸 術 ・宗教 ・福祉 ・政治 ） に ほ ぼ対応

づ け， ど の 領域へ の 興味関心 が優位 で ある か を測 定 し

て お り，
“

理論的＝学者型
”“

美的＝芸術家型
”

等 ， や

や ス テ レ オ タ イ プ的な類型化 に っ な が り や す い 面 が あ

る 。

　Spranger （1921）は 6 価値 を志向す る心的活動 を そ れ

ぞ れ
“
理 論的精神作 用

”
等 と 呼 ぶ が ， 各精神作用 は必

ず し も特定 の 文化社会領域 に 対応づ け ら れ て は い な い
。

6 精神作用 の 内容 をご く簡単 に 示す と，以
一
ドの よ う に

な る 。 理論 ：認識 し抽 象化 し体系化す る 。 経済 1 損失

を抑え効率よ く利 益 を得る 。 美 ：印象を表現 へ と形成

す る。宗教 ：自己 と世界 と の 関係 に お い て 生 の全体的
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意義を追求す る 。 社会 ：他者を愛 し共感 し献 身す る 。

権力 ：他者よ り優位 に 立 ち指導 ・支配 す る 。 以 上 の 6

精神作用 は い ずれ もt 特定の対象 ・状況に 限らず ， 日

常の 精神活動全般 に広 く見 られ る ， 基本的 で根底的 な

作用 と言 える。Spranger （1921〕に よ れ ば ， 例えば あ る

人 が 指輪 を手に し て い る状況 1 つ をと っ て も，
“

輝 い て

い る 僕 的 ）
” “

金 で で き て い る （理論 的）
”“

貴重な もの で

あ る （経 済的 ）
”“

私の 母 か ら貰 っ た （社 会 的）
”

等， 6 精

神作用 の い ずれ も生 じ得 る し ， 6価値全 て が体験され

得る と い う。た だ し，例 えば殆 ど の 人が 理 論的価値を

見出す よ うな対象が存在 した り， ある い は また ，ど ん

な対象 に お い て も まず理論的価値 を見出す ような個人

が 存在す る と い う こ と は あ り得 よ う。 こ う し て 主体 が

主観的に 体験す る
“
価値

”
と は即 ち ， 主体 が対象 に 付

与 す る
“

意 味 億 義 ｝ Sinn”

に 他 な らな い （Spranger ，

1921）。

　本研 究 で は Spranger の モ デ ル を ， 興 味関心 の 対象

価 値対 象） の個人差で は な く， 対 象 に い か な る 意 義 を

付与 し，い か な る価値を体験す る か と い う， 主観的価

値体験の 個人差 を表わ す モ デル と捉 え，
6 種 の 価 値志

向性 な い し意義付与傾向を測定す る尺度 （
“
価値 志 向的精

神 作m 尺度
”
）を作成す る こ と を第 1 の 目的 とす る 。 も し

こ の よ う な 主観的 ・内面的価値体験 が澱定 で きたな ら

ば， こ れ と，よ り客観的 ・外在的な価値対象の 諸指標

と の 関連をあ らた め て 検討 す る こ と に よ り，
“
学 問 ＝ 理

論的
” “

芸術 ＝ 美的
”

等の 図式を超 えて ， あ る対 象 に 興

味 関心 を持 つ こ とが い か な る 価値 志向性 と関係 し ，
い

か な る心理 的意義を持 つ の か ， 実 際 の デ
ー

タに 即 して

確か め る こ とが で き よ う。さ ら に ， 人が どの よ うな主

観的価値づ け ・意義 づ けを経 て特定の 対 象を選 好 す る

に 至 る の か ，そ の プ ロ セ ス
・背景 に つ い て も示唆 が得

られ ，
Spranger の モ デ ル を，単 な る ス テ レ オ タ イ プ で

な く， 心 的過程を力動 的 に 記述 す る モ デ ル として 活用

す る 道 が ひ ら け よ う。ま た こ れ に付随 し て ， 今回作成

す る尺度 と他 の 諸 指標 と の 問 に 意味あ る関連が 見 られ

た場合 に は ， 間接的 に 尺度の 妥 当性 を示 唆す る こ と に

もな ろう。以上 の観 点 か ら本研 究で は ， 価値対象の 指

標 として
“
学校教 科 の 好 み

”

と
“

職業興 味
”

と を取 り

上 げ， こ れ ら と
“
価値志 向的精神作用 尺 度

”
との 関連

を検討 す る こ と を第 2 の 目的 とす る 。

　 か つ て Howard （1985 ）は，心理学研 究 に お い て 研究

者 自身 の 価値や信念が 研究結果に大 き な影響を及 ぼ す

こ とを指摘 したが ，本研 究の よ う に主観的価値 づ け ・

意義づ け の個人 差を扱 う場合に は ， 研究者の 主観性 の

問題 には特別 な注意 を払う必 要が あ る 。 例 えば ， 研究

者 自身に と っ て 理解 ・
共感 し難い 価値に つ い て は，そ

もそ も適切 な項 目を作成 し測定に の せ る こ と 自体が 困

難 と思 われ る 晒 井，1995b）。それ故 に こ そ研究者に は ，

一
般 に 何が 価値で あ り得る か ・あ る べ き か と い う規範

的意識に則 り， 自己 の 了解 の 及 ぶ 範囲 を常 に 拡大す る

努力 が 求 め られ ，　Spranger の 6 価値の よ うな古典 的枠

組 み に 立 ち返 る こ との 意義 もそ こ に あ る と言え よ う。

　 主観性 に制約 さ れ た研究者が ， 被験 者 の 主観 的価値

体験 を理解 しよ うとす る場 合，個々 の 体験を断片的に

切 り取 っ て 分析す る の み で は ， 研 究者 の 側 の 恣意的 な

解釈 ・価値 づ けが 入 り込 む 危険が 大 き い
。 個 々 の 体験

は ， その 基盤 となる体験者 の 意味世界 ・意義連関の 全

体 と の 関係 に お い て は じ め て 意味 をなす が ，そ の よ う

な
“

全体
”

を他者が 完全 に把握す る こ と は ま ず不 可能

で あ る 。 従 っ て ， 体験 中心 たる当 の 被験者に も解釈の

プ ロ セ ス に 参与 して も ら う こ と が 望 ま し い
。 例 え ば

Hermans（1987＞は，自己 Selfを価値づ け の シ ス テ ム と

し て 捉 え る 立場 か ら ， 被験 者の 過 去 ・現在 ・未来 に お

い て 特に 重要な事柄 は何か ，ど の よ うな意味で 重要な

の か ，そ の 事柄 は体験全体 の 中 で どの よ うな位置 を占

め て い るか 等 に つ い て ．被験者 と研究者 との 対話 を通

じ て解明 して い く手 法 （Self−Cenfrontation　Meth。d＞ を提

案 し て い る 。 本研究 に お い て も 、 被験者 との 対話 を通

じ， 6精 神作用 とは主観的 に は い か な る体験で あ る の

か を 了解す る こ と か ら 出発 し，体 験 者自身 の 実感 に 即

した，的確で 平 易な表現 か ら な る 尺度項 目を作成す る

こ と を 目指 す。

研究 1　 価値志向的精神作用尺度 の作成

目　 的

　 6精 神作用 を測 る もの と し て概念的 に妥当で ． か つ

体験 主体の 実感 に 即 した，的確 で 平易 な項目表現 か ら

な る尺度を作成す る 。

方 　法

　 6精神作用に関する　 …　　 言・ まず Spranger （1921）

の 記述 を分析検討 し， 6 精神作用 の要点を抽 出 ・整理

し た 。 次に ， わ れ わ れ の 日常的 な心 的生活 に お い て 6

精神作用に 相当す る よ うな現象が実際 に 見 られ るか ど

うか ，また ，見 ら れ る と す れ ば具体的 に どの よ うな経

験 と して ， どの ような言葉 で 表現 され る の か を探る た

め，大学生 ・大学院生 36名を対 象 に 半構 造的 な面接調

査 を行 っ た 。面接 で の 質問項目 は ， 興味関心 ・対入 関

係・生育史・自己像等 に 関 す る もの で あ り （所 用時 間 1時

間 〜1時 間 半程 度），最後 に 上 記 で 整 理 し た 6精神作用 の

内容 を類型 的に ま とめ た文章 を被 験 者 に 提 示 し，自
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分 がそれ らに どの 程度当て は ま る と 思 うか 伯 己 評価），

6 精神作用 ま た は 6類 型 そ れ ぞ れ に つ い て ど の よ うに

思 うか （好 き／ 嫌 い ，イ メ ージ で き る／ で きな い 等） を尋 ね

た 。 そ し て被験者 の 自己評価 を参考 に し つ つ
， 面接記

録 の 中 か ら 6 精神作用 に相当す る と思 わ れ る発 言 を抽

出 し ， 面接記録全体 と の 兼ね 合 い か ら， それ らの発言

を Spranger の 言 う 6精神作用 の 具体例 と し て 解釈 す

る こ とが妥当 で あ る か ど う か，個々 の 発言，個 々 の 被

験者 に っ い て 吟 味 し た。また ， 各被験 者に お い て顕著

な精神作 用，重 視 され て い る精神作用 ， 類似的あ るい

は対立的 に 捉 えられ て い る精神作用対，目的手段関係

に あ る もの と して捉 えられ て い る精神作用対等 ， 6 精

神作用 の 枠組 み を用 い て 各被験者 の 体験世界 を記述す

る こ と を試み ， こ の 作 業 を通 じ て ， 6精神作用 各々 の

本質と そ の 相互的関係 に つ い て ， さ ら に検討を加 え た。

　第一
次質問紙調査　以 上 の 概 念的検討 を踏 ま え て ，

6 精神作用 の 本質的特徴 をな るべ く端的に ， 具体的に ，

分 か りやす くま とめ て項目化 し，さ ら に 面接調査 に お

い て 各精神作用 が 特 に 顕 著 に 認 められ ， 本人 も そ の よ

う に 自認す る被験者 （各精神作 用毎 に 2〜3 人 ず つ ｝ に 依頼

し て 項 目に 関 す る 助言を求め，よ り実感 に 即 した自然

な ワーデ ィ ン グ に な るよ う改善 を加 え， 各精神作用 12

項 目ずっ ，計72項 目か ら な る
“
質問紙 1

”
を 作成 し た

（酒 井，1995a）。
こ れ を大学生 ・

大学 院生 414名に 実施 し，

項目問の相関関係を分 析す る こ とを通 じて ， 6 精神作

用 そ れ ぞ れ の 持 つ 独 自の 本質 を的確に バ ラ ン ス よ く捉

えた項目群 に な る よ う ， 項 目の 内容 お よび ワ
ー

デ ィ ン

グ に修正 を施 し た 晒 井 ，1995b）。

　第 二 次質問紙調査　以 上 の手続 を経て作成され た54

項 目 （6 精 神作 用 x9 項 FD か らな る
“

質問紙 2
”

を大学生

493名 〔男 子 292名，女 子 201名 ｝ に 実施 し ， 5件法 に よ り

回答 を求 め た 。

結果 と考察

　因子分析　
“
質問紙 2

”
の 54項 目に つ い て ， ま ず項 目

間 の相関関係 を見た と こ ろ，
“ 12．リーダーシ ッ プ の あ

る方だ
”
と
“
54．グル

ープ の 中心 に な っ て ， 他の 人を引 っ

ぱ っ て い こ うとす る 方 だ
”

（い ずれ も
“
権 力

”
α）項 目 と し て

作成 ）の相関が ．82と高か っ た た め （他 は全 で 6  未満）， 前

者を削除 し た 。 残 る53項 目に つ い て 主因子 法に よ る 因

子 分析 を行 い ，因子 数 を 2 か ら順 次増 や し
， 最終的 に

予想 さ れ る因子数が 6 と やや多い こ とに 配慮 し， 各因

子 へ の 寄与が 均等 に な るようエ カ マ ッ ク ス 回転を施 し

た 。 その 結果 ， 固有値が 1 以上 の因子 は第 7因子 まで

で あ り， 第 7因子 と第 8因 子 の 固有値の 大 き さ に 落差

が あ り，さらに ， 6 因 子解 よ り も 7 因子解 の 方 が 解釈

が容易で あ っ た こ と か ら， 7因子解 を採用 し た 。 第 1

〜第 6 因子 は， 項 目作成時に想定 した 6精 神作用 の分

類に ほ ぼ 相当す る 因 子 と解 釈 さ れ た 。 第 7 因子 は
，

“
43便 利 で 使 い やす そ うな道具 を見 つ ける と， ぜ ひ手

に 入れ た い と思 う
” “ 45，興味の あ る 分野 の こ と は，こ

ま か い こ と まで よ く知 っ て い る
”“

31．実現 しそう もな

い こ と に つ い 手 を出し て ， 失敗す る こ とが多い
”

等の

項目か ら な る が ，全体 に 因子負荷が 低め で あ る こ と
，

また，内容的 に は物事 へ の こ だ わ り ・執着 を表 わす因

子 と解釈で き る もの の ，い か な る価値 に関す る こ だ わ

り ・
執着で あ る か と い う

一
貫 した 方向性が 見 られず ，

価値志 向性 とい うよ りは む し ろ
“

気質
”

的 な もの を反

映 し て い る 因子 と思 われ た こ と か ら ， こ れ を第七 の精

神作用 と して 新 た に取 り上 げ る こ と は しな か っ た
3
。

従 っ て第 7 因子 に 属 す る 7 項目 は 削除 し ， 残 り の 6 因

子 に つ い て ，構造 をす っ き り さ せ る た め．まず 当該因

子 の 負荷 が 低 い 項 目（．35 未満）を除 き，次 に 複 数 の 因子

に ま た が っ て い る 項 目 （他 の 因 子 と も．35 以 上 の 負荷が あ る

もの 鴬 よ び，．35未満 で あ っ て も，当該 因子 の 負荷 と の 差 が．10 未

満 と小 さ い もの ）を 除 い た。例 えば ， 当初
“
美
”

の 項 目と

し て 作成 した項 目 の うち ，

“
8 ．小説や 詩な ど，文学に

関 心 が あ る
”“

44．自分 の 気 も ち や 感 じ を表 わ す の に

ぴ っ た りの 言葉を見 つ けよ う と す る
”

の 2 項 目 は，第

5因子 （美）と第 3因子 （宗教 ）に ま た が っ て い たた め 削

除さ れた。残 っ た 38項 目 の う ち
， 第 6 因子 （経済）に属

す る項目数が 4 と 少 なか っ たた め ， 上 で
一

旦 除 い た第

7 因 子 の 項 目の う ち ， 第 6 因 子 の 負荷 が 相 対 的 に高

か っ た
“
31 ．実現 し そ うもな い こ とに つ い 手を出 し て ，

失敗 す る こ と が 多い
”

を残す こ と と し た 。以上 の 手続

を経 て 選 ばれた39項 目に つ い て ， 再度主 因子解を求め

エ カ マ ッ ク ス 回転を施 し，最終的 に TABLE　1の よ うな

6因子解を得た。第 1因 子 は 理論的精神作用，第 2 因

子 は社 会的精神作用 ， 第 3因 子 は宗教的精神作用 ， 第

4因子 は権力的精神作用，第 5 因 子 は 美 的精神作 用，

第 6 因子 は経 済的精神作 用 に相当す る 因子 と解釈 した 。

　尺 度の 作成　TABLE　1 の 因 子分 析 結 果 に 従 っ て 39

項 目 を分類 し， 6 精神作用 を測定す る 6 下位尺度 を構

成 し，各下位 尺度 の 項 目得点の総和 を項 目数 で 除 した

も の を尺 度得点 （1〜5 点 〉 と し た。各下位 尺 度 の項 目

数 ， 尺度得点の 平 均値 と標 準偏 差 ， 並 び に α 係数 を

TABLE 　2 に 示 す。また ， 6 下位尺 度間 の 相関係 数 を

TABLE 　3 に 示 す 。

“
経 済

”
の α 係数 が や や 低 く （．61），

3
本研究 の

“
質 問紙 2

”
の54項 目を改 良 して 作成 し た

“
質問 紙 3

”

　の 72項 目 （末発 表）に つ い て は，理 論 通 り の 6 因子解 が 得 ら れ

　 て い る。
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“
美
”

と
“

社会
”

の 尺度間相関が 高め で ある C．39）等の

問題 は あ る もの の ， 全体 と して ， 当面 の使用 に た える

程度の収束妥 当性な らび に 弁別 妥当性 を備 えて い る と

思われ る 。 以 上 の 手続 に よ り， 6下位尺度か らな る
“

価

値志向的精神作用尺度
”

が作成 さ れ た 。

TABLE　1　因子分析結果

項 　 目　 内　 容 工 II　　 Iil　　 IV　　 V 　　 VIh2

27．何か 変 わ っ た こ と に 気 づ く と ， そ の 原 因 や理 由 をつ き とめ た くな る 。（理
＋

）

21．もの の 仕組み が ど うな っ て い る の か ，興味 を も っ 方 だ。（理
＋
）

3．「こ れ は何 だ ろ う」 「なぜ こ うな る の だ ろ う」 と い う疑 問 を も つ 。〔理 つ

51．複 雑 な もの の 中か ら，法則 や パ タ
ーン を 見 つ け だす の が 好 き だ 。 （理 つ

9．辞 書 や 事 典を 引い た り ， 図鑑 で 調 べ た りす る の は好 きな方 だ。（理 つ

39．試験 勉強等 で は丸 暗記 は避 け，「な ぜ そ うな る の か 」とい う理 由 か ら理 解す る 。 〔理 ＋）

15．す じみ ち立 て て もの を考 え る こ と は 苦手な 方 だ。 （理
一
＞

33．何 か 疑 問 を感 じ て b ，わ ざわ ざ調べ た り確か め た りす
’
る こ と は 少 ない 。（理

．
）

47 ．相 手の 話 を よ く聞い て，気 もち を受 け とめよ う とす る方 だ。（社つ

29．誰 か が 困 っ て い る の を見 た ら，す す ん で 予助 け す る 。（社 つ

11．家 族や 友 人 に 対 す る 愛情 が 深 い 方 だ。（Ml’）
41．人 の 生 き方 を見 て，「え ら い な あ 」 「す て き だ な あ 」 と感 心 す る こ とが 多い 。（社 う

23．仲 間 と力 を合 わ せ て，1 つ の 目標 に 向 か っ て が ん ば る の が 好 きだ。（社 つ

53．親 し い 相手 が 喜 ん で くれ る な ら，何 で も して あげ た い と思 う。（社 つ

17．人 づ きあ い は．あ まり楽 し い と思 わ な い 。（社
一
〕

35 ．他 人 の こ と を．深 く理 解 し た い と は 思 わ な い 。（社 ）

6．他 人 に 対 して，自分 の 意 見 を は っ き り言 う方 だ。（権 り

54、グル ープ の 中心 に な っ て ，他 の 人 を 引 っ ば っ て い こ う と す る 方 だ。（権 つ

48．ま ち が っ た こ と を し て い る人 を 見 た ら，き ち ん と注 意 す る。（権 う

24．自分 が 正 し い と思 う こ と な ら ， 反 対 す る 人 を説得 し て で もや り通す 。｛E ’
）

36、人 の 意見 に左右 され や す い 。〔権
一
）

18．人 に もの を頼 ん だ P，自分の 要求 を伝 えた ワす るの が 苦手だ 。 （権
．
）

4、自分 が 生 ま れ て き た こ と の 意味 に つ い て 考え る こ と が あ る。（宗
＋
）

52．自分 は ど の よ う に 生 き る べ き か と，悩 む こ とが あ る n （宗
＋
）

Z8．人 間の 運 命 と い う もの を感 じる こ とが あ る。（宗
F
）

46．自分 が 生 まれ る前 や 死 ん だ あ との こ とに つ い て 考え る こ とが あ る。（宗つ

10 ．こ の 世界 に は，人 間の 知 恵 の 及 ばな い
， 大 き な 力 が は た らい て い る と思 う。（宗り

16．宗 教 や信仰に 対 し て は．関心 が な い 方 だ。（宗
一
）

2．き れ い な もの を集 め た り飾 っ た りす る こ とが 好 き だ 。 （美
＋

）

50 ．自分 が ふ だ ん 使 う もの は，色や デ ザ イ ン に こ だわ る方 だ。（美
’
）

26，身 の ま わ りの 物の 形 や 色 に，強 く心 を引 き つ け られ る こ とが あ る。（美
＋

）

3S．音 楽 が好 き な 方 だ。（美 つ

32 ，美 し い 景 色 を 見 て も，す ぐに 飽 き て し ま う方 だ。（美
一
）

14．芸 術 的 な も の に は，あ ま り興 味 が な い c （美 つ

i．人 よ り も計画 性が ある 方 だ。（経
＋
）

49 ．ど うせ や ら な くて は な ら な い 雑 用 は，早 め に 片 付 け て し ま う e （経 り

37．10分 や 20分 の 空 き時 間 ・待 ち時 間 も，な る べ く有 効 に 使 う。｛経
＋
）

31．実現 し そ う も な い こ と に つ い 手 を出 し て ，失敗 す る こ とが 多 い 。（経
一
）

13 ，決 め られ た期 阪 ま で に 仕事 を間 に あ わ せ る こ とhl苦 手 だ。（経
一
）
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二 　 　乗 　 　和 2．96　　2 ．46　2．21　　1．97　　1．96　　1．57

注　項 目文頭 の 1．〜54．の 数 字 は，質問紙 に お け る項 目番号 を示 す。項 目文 末尾 に 付 し た 記号 は ． そ の 項 目が どの 精神 作 用 を測 る もの と

　 し て 作成 され た か を示 す （例えば 〔理
一
）と は，理 論的精神作用の 逆転 項 目 として 作成 された こ と を示 す ）。
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TABLE 　2 価値 志向的精神作用尺 度の 6 下位尺度の 項

目数 ， 平均値，標準偏 差．α 係 数

下位尺 度 項 目数 　　平均値　 標準偏差　 α 係 数

理 論的精神 作 用

経済的精神作用

美 的精神作
．
用

宗 教的精 神作用

社 会的精神 作用

権力 的精神 作用

85

ρ
Q

ρ
08

厂
0

3．443

．033

．683

．27fl

．692

．81

〔〕．730

．？90

、730

．800

．650

、75

79

．61

，70

，66

．76

．74

T ．tBLE 　3　 6下位 尺度間の相関係数

経 済 　　 美 　　 宗教 　　社 会 　　権力

理．論 　　　@．02　　　　．25皐1　　．27響・　　齟25 参　　．28寧

経 済 　　 　 　　．

 

教

ﾐ会 ．06 　　　．09 　　
　

16韓 ．23．．　　 　
」39 拿“

　　

2 工 ‘ 辱　　
　．24’卓

　 　 ． 02 　　　　　

　
、28’， ・

P 〈
．Ol　　　「

＜． 〔｝ Ol 研究2 　価 値志 向的精 神作 用と，

科の好み ・職 業 　

　　興

と
の

関連 目　的 　“
価
値志 向 的精神作 用尺度”

用 いて， 様 々 な
対 象 へ の興味関心 が ，いか な る 主

的価 値 づ け ・意 味づ け と

関わっ

いるか を 探
る
。 方　法

　
研 究1 の“第二次質 問紙

査”の被験者493 名の 中 か ら，（ a ）256 名 （ 男 子 136 名 、

子12e 名 ）につ いて
“

中学 ・ 高 校 時代 の教科 の

み”
を
併 せ て尋ね， 英語・ 数学・ 国 語 ・理科 ・ 社

科 ・音
楽

・ 美 術
・

体

育
の 8 教

科
に つ い て ，“5 好

”〜 “ 1 嫌 い ” の 5件法により回 答を 求めた。さら に， （
b
） 12

ｼ （男 子116 名、 女子 5名） ‘につ い て，VPI職業興味検

（ 日本 労

研究機構，

85〕を追 加実 施 した。 結 果と 考察 　（a ）教科の好 みと

相 関 係 数
を
TAB 【．E 　

4 に ，（ b ）VPI の 6 つの

職業 興味領 域”尺度 （ 現 実的／ 研 究 的 ／
社
会的 ／

慣

習

／ 企業的／芸 術的） 並び に5 つの “心理的傾 向” 尺 度（ 自己

制 傾向／ 男 性・ 女性 傾 向 ／地位志向 傾向 ／稀有反応 傾 向 ／

従反応傾向）と の相 関 係 数 を TABLE 　 5 に示す。な

　VPI に関し て は ，上記の よ う な 下 位 尺 度 単 位の 分析
ﾌ

他 ，
ユ

60 項 目

職
業 名

）
そ れ ぞれ に

つ
いて ，興味関心 が

“
ある”； 1 点，“ない ” ＝ − 1 点 ，“どち ら とも言え

い ”＝O 点を与え ， 個々 の 職業へ の 興 味関心 と6
神作 用 との相 関 係数を 併せて求め，尺度間 の相 関関係 を 解

す る 際 に 参考に し た。 TABLE 　4 ， 5 の中 か ら，

に． 25 以 上の 相 関 関

に
着
目し

解
釈 し た 結果を，以 下 ，6 精 神作用毎 に

整
理

て示す。 　 “
理
論”につい

て
　教 科

で
は 理科と ，職業興味では“

研
究

領域”
例
えば“hva 学者” （ 理論 ”と

の

相 関
．
3 ．　1 ） ， 　

科 学評 論 fi ”｛ 、 31D と相 関が 見ら れた。“ 理論”

尺度項目 のう ち ， 特 に 理科と相関がある項 目
〔

25

以上）は
21

5L ， 3 ， 39 （内容 につい ては TABLE 　1 参照

C “研究的 領 域 ” と 相 関 がある の は 9 ， 27 ，3
ﾅ あ った 。理論的な 志 向 性 は ，法 則 性 や メ カ ニズ

へ の関 心 故 に 理 科 的興味に結 び

き，疑 問を解決しようとす る意欲 を 通 じ て 研 究的

業 興 味 に 結 び つ く と解釈 で き る 。

肌E　4　6精神作用と教科の好み

の相関 係数 英 語数学

語 理科社会 科音楽美
術

育 理論　　　． G8 　

　　、21， 経済　，0

@　． 02 美．2

h一．15 亠
宗教
　 　．］q’ 　 04

社会　　、18 ’　　、07 権力 　」0

　．D3 ．13＋　　．跖酢御　．a2　　．】8拿 一

0σ　　一．05　　、04　　．玉1

，互4「
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‘

経 済
”

に つ い て　教科の 好み・職業興味の い ずれ と

も明確な関連 は見 られ ず， VPI の
“
慣習的領域

”
と ．19

の相関が 見ら れ た の が最高で あ っ た。今 回作成 した
“

経

済
”

の 尺度 は，高次の精神作用 と い う よ りは ， む し ろ

生活習慣の レ ベ ル （計画性 ・勤勉 さ等）を主 に 問 う もの に

な っ て い る こ とが ， こ の よ うな結果 を生ん だ可能性 も

あ る 。 参 考まで に ，

“

慣習的領域
”

の 中 で
“

経済
”

と の

相関が 相対的 に 高い 職業は，
“
銀行監査係

”
（25〕，

“
簿記

事務員
”

（．24）等 で あ り，
“

慣 習的領域
”
以外 で 相関 が 高

い の は
“
郵便配達員

”
（，30）で あ る 。 物事 を

一
定 の 方式

で処理 す る こ れ らの 仕事 は一
見単調 に も思われ る が ，

“
経済的人 間の 理想 的 目標 は，す べ て の 生活過 程 を，1

つ の 要 素 をも見落 と す こ と の な い 包括的な 計算に 変化

させ る経 済的合理 主義で あ る
”

と い う Spranger （1921）

の表現 に も 示 さ れ て い る よ うに ， 経済 的 な 志向性 を 持

つ 人 は，不確定 要素の少 な い 安定 した環境 に お い て ，

最高の 効 率と合理 性を 追求 す る こ と に 充 実感を 見出す

と も解釈 で きよ う 。

　
“
美
”

につ い て　教 科 の 美術 ・音 楽 と相 関が 見 られ

た 。

“
美
”
の 尺度項目 の うち ， 美術 の み と相関が 高 い 項

目 （50＞，音楽 の み と相 関 が 高い 項 目 （38） もあ るが ，

14， 2 ， 26は 美術 ・音楽 の 両方 と 20 以上 の 相関が 見 ら

れ ， 美術 的関心 と音楽的関心 に 共通す る基盤 と し て の

“
美 的精神作用

”

を想定 す る こ と に は
一

定 の 意味が あ

る と考え ら れ る 。 職業興味で は
‘‘
芸術的領域

”
（

t／
編 曲 者

”

（．35），　
“
作曲家

”
｛．29），

「匸
商業 デ ザイナ

ー”
〔．29｝等 ｝，ま た ダ ミー

項 目の
“
ス タ イ リス ト

”
（．31） と も相関が あ り，

こ れ ら

の職業興味に 共 通す る も の は ，

“

美 し く整 っ た形 に ま と

め上 げる
”

こ とへ の 関 心 で あ る と解釈 で き よ う。

　
“
宗教

”
に つ い て　 VPI の

“
芸術的領域

”
（
’：
詩人

「」
（．32），

“
劇作 家

”
（28）等 ） お よ び

L

黙 従反応傾向
”

（＝多 くの 職 業 に

興味 を示 す 傾 向） と相 関が 見 られ た。
“
宗教

”
の 項 目の う

ち ，
“
芸 術的領域

”
と の 相関が 最 も高 い の は 項 目 4

（．30）
，

“
黙従 反応傾 向

”
と の 相 関 が 高 い の は28で あ る

（．30）。 同 じ
“
芸術的領 域

”
へ の 関心 で も ， 上述 の 美的

精神作用の 場合 と は や や 意味あ い が異な り ， 生 き る意

味 の 探究 とい う宗教 的 ・哲学 的 な意味 で 文学的職 業 に

惹 か れ ， 自らの 運命 ・行 く末を考え る 意 味 で 職業興味

全般 が 高 い と解釈 で き る 。 な お，研究 1 の 因子分 析で ，

文学 ・言語芸 術的 な項 目 （8，　44） の
“

宗教
”

へ の 因子負

荷が 高か っ た こ と や ， 教科の 国 語 は 6精神作用 の 中 で

は
“

宗 教
”

との 相 関 が 高め で ある こ と も，文学 的関心

と宗教 的志向性 との 関連 を示唆 して い る と 言 えよ う。

　
“
社会

”
に つ い て 　教科の 音楽 と相関が 見 ら れ た 。

“
社

会
”
の 項 目 の うち，音楽 と ．25以上 の 相 関 が あ る の は 29

と53 他 者へ の 援助 行 動 に 関わ る項 目〉で あ ワ， 学校教科 と

して の
“
音楽

”
で は ， 合奏 ・合唱等 ， 助 け合い 協調 し

合 う こ と の 必要な課題 が 多 い た め ，こ の よ うな関連が

生 じ た 可能性 もあ ろ う。 職業興味で は
“
企業的領域

”

（
／‘
テ レ ビ プロ デ ュ

ー
サ
ー

  ．鋤 等）お よ び
“

社会的領域
”

（犒

校教 師
”
（．36痔 ）と相関が見 ら れ ， 他者と協力 し合 っ て 1

つ の もの を作 り上 げた り，他者 に 助力 ・支援す る こ と

へ の 関心 が ， 職業興味に も反映 さ れ る と解釈 で きる 。

また
“
黙従反応傾向

”
と も相関が 見 ら れ ，

“
黙従反応傾

向
”

と相 関 が 高 い
“

社会
”

の 項 目 （25 以 上 〉 は 47 と41 で

あ っ た 。 社会的な志向性 は ， 他者 と の心の 交流を求め ，

他者の 生 き方 に 関心 を持 つ こ と を通 じ て，社会参加の

意欲や 職業興味へ と発展 し て い く と考え られ る 。

　
“

権力
”

に つ い て　 VPI の
“
社会的領域

”
（
“
小，中 学校

校 長
”
（．32）等 ），

“

企 業的領域
”

（
‘【
広 報 課 長

”
（．34）．

“
司 会 者

”
（．31）

等） と相関が あり， 16eの職業中
“
権力

”
との 相関が最

も高 い の は
“

セ
ー

ル ス マ ン
”

（．35》で ある。権力的な志

向性は ， 他者を リードす る ・説得す る ・誘 導す る等 ，

他者に働 き か け影響力を及 ぼ す よ うな職業 へ の関心に

結び つ くと思わ れ る 。 また
“
黙従反応傾 向

”
と も相関

が 見 られ る が ， Spranger （1921）に よ れ ば社会的精神作

用 と権力的精神作用 と は．個人 と社会 と の 相互作用 を

前提 と す る点で他の 4 精神作用 と若 干区別 され ， 人 間

の 団結意識 の 二 形式 （同輩 的形 式 と相互 支配 的形 式 ）と さ れ

る 。
い ずれ の 形 式 で あれ ， 他者 と連帯す る こ と に 熱心

で あれ ば，他者の 営為 に関心 を寄せ社会 に 目を向け る

こ と に つ な が り， 社会参加 へ の 意欲 や 職 業興味が 高 ま

る と解釈 で き る 。 な お ，

“
権力

”
と教科の 好 み とは全般

的 に 相関が低 い が，教科学習に お い て は既存の 文化社

会 的価値 を受容 ・習得 す る こ と が 主 で あ り， 自分 の側

か ら他者 に 価値 を伝 え影 響力 を及ぼ そ うとす る権力 的

な志向性 と は 方 向性が 異 な る た め で は な い か と も考 え

られ る e

　結論 　以 上 の よ うに ， 6 精神作用 と興 味関心 の 対象

との 間 に は有意味 な関連が 見 られ，教科 の 好み や 職業

興味の 背後 に どの よ うな主観的価値づ け ・意味 づ け が

働 い て い るか に つ い て ，い くつ か の 示唆が 得 ら れ た 。

全体 的考察

　本研 究で は Spranger の 理論 に基づ き ， 6 精神作用

を測定 す る
“

価値 志向的精 神作用尺度
”

が 作成 さ れ た。

項目作成に あ た っ て は体験者の 実感に即 し た表現を心

が け た が ．
“

美
” “

宗教
”

等，内容が特 に抽象的な もの

に つ い て は ，

一
般的な意味の 通 じ易 さ を優先 し

， 価値

体験 よ りは む し ろ価値対象に 関わ る よ うな語 を
一

部用

27

N 工工
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い て い る （14，38、16等 〕。 また
“
経済

”
に つ い て は ， 価

値対 象との 関連が全体 に 弱 く， 測定 し て い る レ ベ ル が

他の 5尺度 と若干異 なる可能性 もあ り， 高次 の 精神作

用 を測 るもの として 妥当か どうか ， 再検討の余地が あ

ろ う。
こ の よ う に な お 問題点 は残 る もの の．主観的価

値づ け ・意義づ け とい う曖昧で 捉 えがた い 心的過程 に

関す る指標が 得ら れ ， 操作的定義が 可能 に な っ た こ と

は ， ユつ の 成果 と言 えよ う。また ， 同
一

の教科 ・職業

領域 が複数 の精神作用 と関連 し得 る との 結果 （教科 の 音

楽 と
“
美
”“

社 会
’
，
‘
芸 術 的領域

”
と
“
宗 教

”“
美
”
等） が示 すよ

う に ，対象 は同
一
で も， 価値体験 の 内容は多様 で あり

得る 。 そ の 人 が そ の対象に，なぜ ・ど の ように 惹 か れ

る の か を理解す る上 で も，本 尺度 は有用 な情報を もた

らす と考 え ら れ る 。

　 6 精神作用 と は 主観的 ・内面的過程 に 関す る 概念で

あ る だ け に ，よ り客観 的 ・実体 的 な諸指標 と 関連 づ け

て捉 え る こ と が欠か せ な い
。 本研究で は 6精 神作用 と

興味関心 の 対象と の 関 連を検討 したが ，
こ れ と は異な

る 方向性 と し て ， 6精神作用 が い か な る認知 的機構 に

依存 し て い る か と い う問題設定 も可能 で あ ろう 。 例 え

ば伊 田 ・坂野 ｛19S8） は ， 神経 心 理 学的な 基 礎 に 立 脚 し

つ つ
， 分析性 ・抽象性の 高い

“
思索家型

”

と， 印象性・

想像性 の 高い
“

芸術家型
”

と い う 2 種 の 認知様式 を想

定 して い る が
， 前者は 理 論的精神作用 と，後者 は美的

精神作用 と，そ れ ぞ れ 関連が あ るの で はな い か と推測

さ れ る。精神活 動 の 基底 に あ る認知的機携が ， 日常の

様々 な行動 へ と結び つ く経路を明 らか に す る上 で も ，

そ こ に 介在す る もの と して の 主観 的価 値 づ け ・意義 づ

けの プ ロ セ ス に 着目す る こ と は有意義 と思われ， 6精

神作用 と，様々 な 認知的 ・行動 的指標 との 関連 を明 ら

か に し て い くこ と は
， 今後 と も重 要で あ ろ う。

　 6精神作用 の 枠組み は，幅広 い 現象に適用可能 と考

え ら れ る反 面，例え ば
“

理論的精神作用
”

と し て 了解

し得 る心的 過程 は無 数 に 存在す る た め ， 何 が そ の 本

質 ・中核で あ る の か が見失わ れ や す い 面 が ある。9．　pran −

ger （1921） は，例えば理論 的精神作用 の 記述 に お い て

は、他 の 5 精神作用 と の接点や対立点を 示す こ と を通

じて ． 他の い ずれ と も 区別 さ れ る もの と して の 理論的

精神作用 の 本質 を際立 たせ る ， とい う手法 を用 い て い

る。こ こ に も示 さ れ て い る よ う に ，各精神 作用 の 本質

を明ら か に す る こ と と，それ ら の 相互 的関係 を明 らか

に す る こ と とは ， 表裏
一

体 の 関係 に あ る 。 例 え ば今回

作成 し た 6 下位尺度を用 い て 個 々 人の プ ロ フ ィ
ー

ル を

描 き，個人内 ・個人間 に お ける価値 と価値 との対比 ・

矛盾 ・葛藤 の 様相 を 記述 す る よ う な 研究を 通 じ て ，各

精神作用の 本質 へ と焦 点 を絞 り込 み ， 本尺度 の 信頼

性 ・妥当性 を さ らに 高め て い くこ とが 望 まれ る 。
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