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児童 の 対人不安傾 向 と公的 自己意識 ， 対人的 自己効 力感 と の 関係
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RELATIONSHIP 　AMONG 　SOCIAL 　ANXIOUSNESS ，　PUBLIC 　SELF ・CONSCIOUSNESS

　　　　　　　　 　 AND 　SOCIAL 　SELF −EFFICACY 　IN 　CHILDREN

Naohiro　MATsuo 　AND 　Kun ｛jiro　ARAI

　　The　 purpose 　of　 this　 study 　 was 　 to　 constn 】ct 　 the　 social 　 anxiousness 　scale 　 for

children 　（SASC ） and 　to　clarify 　its　 re 堊ation 　between 　social 　 anxiousness ，　 self −

consciousness 　and 　social 　self −efficacy ，　In　the　f量rst 　study ，341　fourth，
　fifth，　and 　sixth

graders　answered 　the　origina ］SASC 　items．　 Eighteen　items 　was 　selected 　on 　the　basis

of 　ite：n ・total　correlation ，　Cronbach
’
s α ，　 and 　factor　analysis ，　 In　the　second 　study ，195

fourth，　fifth，　and 　sixth 　graders 　answered 　the　SASC 　and 　social 　anxiousness 　subscale 　of

General　Anxiety　Test （GAT ），　and 　teacher 　rating 　of 　children
’
s　social 　anxjousness 　was

obtained 　1n　order 　to　test　validity 　for　SASC ．　 Between 　the　SASC 　scQre 　and 　GAT 　score

and 　teacher 　rating ，　significant 　correlations 　were 　obtained ．　Add 　to　this，　 public　self・

consciousness 　and 　social 　self −efficacy 　were 　measured ，　too ．　 SASC 　score 　was 　positively
cQrrelated 　with 　pub1孟c　self ・consciousness 　score ，　and 　negatively 　correlated 　with 　socia 且

self −efficacy 　score ． 【亡 was 　concluded 　that　sDcial 　anxiousness 　might 　be　partly　deter−

minated 　by　public　self −censciousness 　and 　social 　self −efficacy ．

　　Key 　 words ； social 　 anxiousness ，　 public　self −conscjousness ，　 social 　self −efficacy ，

children ．

問題 と 目的

　不 登校 や い じ め な ど が社会的問題 と し て 注目さ れ る

中，子 どもの 対人 関係 に 関す る 心 理 学的研究が 数多 く

行わ れ て い る 。 最近 で は ， 子 どもの 社会的行 動 ， 社会

的情報処理 に 関す る研究に加え て 対人関係で 生 じ る ス

ト レ ス 〔長 根，199D や孤独感 （Asher，　Hymel ＆ Renshaw ，

1984） な ど の 主観 的な感情 に も焦点 を当 て た研 究 が行

わ れ る よ う に な っ て きた 。 Hymel ，　Franke＆ Freigang

（1985＞ や佐 藤 ・佐藤 ・高山 （1990＞が 指摘 し て い る よ う

に，社会 的行動 ， 社会的情報処 理 の 側 面 に 加 え て ，社

会的場面 に お け る感情傾 向 を 測定 し よ う と す る 試 み は，
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子 ど もの対人関係の 問題 を理解す る上 で 不 可欠 で ある

よ うに 思 われ る。本研究で は，子 どもの対人 的諸問題

の 原 因 と し て
， あ る い は そ の よ うな 問題 か ら生 じ る結

果 と し て 特に 重 要で あ る と思わ れ る子 ど もの 対人 不安

傾 向 に 焦 点 を当 て る。

　対人不安 （social 　anxiety ）は，「対人 的な状況 に よ り不

安に な りや す い 傾向」（Argyle，1981 ＞， 「他者か らの 詮索

や注 目，あ るい は単 なる他者の存在に よ っ て 引 き起 こ

さ れ る 動揺や混 乱j〔Buss，1980 ＞，「現実 の，あ る い は想

像上 の 対人 的場面に お い て ， 他者か ら の評価 に直面 し

た り， もし くはそれ を予測 した りす る こ と か ら生 じ る

不 安状態」（Leary ，ユ983）， 「対人場 面 で 個人 が体 験 す る 不

安感の 総称」 （菅鳳 1992〕 な ど と定義さ れ て い る が ， 研

究 者間 で 必 ず し も
一

致 し て い るわ け で は な い （菅 原，

1996）。

　本研究 に お い て は ， Leary （1983）や 菅原 （1992） の定
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義を基 に，対人場面 に ， 実際に 遭遇す る だ け で な く，

そ れ を 予 測 す る こ と に よ っ て も不安 が起 き る と い う側

面 に も注 目し ， 対人不安 を 「対人的場面 に遭遇 した り，

ある い はそれ を予測 し た りす る こ と に よ っ て 起 こ る個

人 の 不 安反応」 と定義 す る ． ま た ， 対人的場面 に お け

る不安 の 感 じや す さ の 個人特性 を特 に 意味 す る 場合 は

「対人 不 安傾向 （social 　 anXi 。 usneSS ）」の 用語 を使用 す

る 。

　 Gresham（1986）は，社 会的 ス キ ル の 問題 を社会的ス

キ ル の 欠如，社会 的遂行 の 欠如 ， 自己 コ ン ト ロ
ー

ル の

ス キル の 欠如 ， 自己 コ ン トロ ー
ル の 遂行 の 欠如 の 4 タ

イ プ に 分類 して い る。そ の 中で ， 自己 コ ン ト ロ ー
ル ス

キ ル の 欠如 とは ， 学習を妨げ る情動喚起反応が ス キ ル

の 獲 得を 阻 ん で い る た め に 社会 的 ス キ ル を学習し て い

な い こ と を指 し， 自己 コ ン ト ロ ール の遂行の 欠如 と は，

ス キ ル は学習 さ れ て い る が 情 動喚起 反応 に 問題 があ る

た め に そ れ を遂行 しな い こ とを指す と し て い る 。 こ の

よ うな社 会的 ス キ ル の 獲得や，遂行 の 妨げ に な る 感情

として ， 不安や 恐 怖な どが 考 えられ て お り， 対人不安

が 子 ど も の仲間関 係 の 形成 や維持 に お い て 重要な意味

を持 つ と 思 わ れ る 。 対人場面 で喚起 さ れ た 不安 は ， 適

切 な社会 的行動の遂行 の 妨 げに な り．またそ の よ うな

経験を繰 り返す こ と に よ り ， 対人 的場 面 を 回避 す る行

動 パ ター ン が定着 し た 場合，対 人的 な場面 で の経験 は

ま す ま す減少 して い くと思 われ る。

　例 え ば
，
Vernberg，　Abwender ，　Ewel ］＆ Bcrry（1992）

は ， 引っ 越 し を し た ば か りの 12歳 か ら14歳 の 子 どもの

対人不安傾向を測定 し，対人 不安 が新 し い 友人 関係 を

形成 す る際の 仲間づ き あ い と親密さ に 否定的 な影響を

与 え る こ と を見 い だ し て い る。ま た ，
Adalbjarnar −

dottir（1995＞は
， 対 人不安傾向の程度が ， 仮想場面 に お

け る対人交渉方略の レ ベ ル に 影響 を与 えて い る こ と を

示 唆 し て い る 。 こ の 研 究 で 特 に 興味深 い の は ， 社会性

の 局 い 子 ども （教 師評 定 に よ る測定） で も， 対人 不安傾 向

が高 い もの は対人交渉方略の 得点が 低 い こ と が見い だ

さ れ た こ と で ある。Adalbjarnardottir（1995 ）は ， 子 ど

もの 社会的 コ ン ピテ ン ス を促進す る際 に ，社会的 に孤

立 し て は い な い 子 ど もの 対人 不安傾向に も敏感に な る

必 要が ある と述 べ て い る 。 こ の こ と は，対人不安傾向

は今 後対人的問題 を抱 え る リ ス ク の あ る子 どもの 予測

に も利用 で き る可能性 を示唆 して い る と言え よ う。 本

研究 の 目的 の ユつ は ， 児童 の こ う し た対人不安傾 向を

測定 す る ような尺 度を作成 し，児童の 社 会性を研 究す

る際に利用 で き る よ うに す る こ とで あ る 。

　ま た、対人不安傾向の 測 定だ け で な く，対入不安 を

規定す る要因 に つ い て の 研究 も ，
い くつ か 行われ て い

る。それ らの研究の 中で ， 多 くの 研究 者が対人 不安傾

向と公的自己意識 と の 関連性 を指摘 し て い る 。 公的 自

己 意 識 と は 自分 が どの よ うに 他者か ら見 られ て い る か

とい う ， 自己 の 外的側面 を意識 しやす い 傾向で あ り，

こ の よ う な 心性が 対人不安傾向の 背景 に 認 め られ る こ

とが報告さ れ て い る （eg ．Buss，19SO；菅原，1984，19S8）。そ

の 中で菅原 （1988）は ， 公 的自己意識の 高さ が．高い 対

人不安傾 向 の 条件に な る と主張 して い る。 しか し，公

的 自己意識が 高い か ら と い っ て 必 ず し も対入不安傾 向

が 高 い と は 限 らず ， 公的自己意識 の 高 い 者 の
一

部が ，

何 らか の 原 因で 高い 対人不安傾 向 を有す る よ うに な る

と も述べ て い る。そ の よう な主張 の根拠 と して ， 公 的

自己意識 は対人 不安傾向 と正 の 関連が 見 られ たが ， 自

己顕示欲求 と も 正 の 関連が 認 め られ て い る （菅原，19S4）。
つ ま り，公的 自己意識の 高 い 者は，他者 か ら見 られ る

こ とを強 く意識す る が，それ が 必ず し も対人 不安 と な

る わ け で は な く， 見 られ る こ と に対 す る積極 的姿勢 で

あ る 自己顕示的 方向性 を持つ 場合 もある と言え よう 。

し た が っ て ， 高 い 対人不 安傾 向を有 す る に は ， 高 い 公

的自己意識 に 加 え て ， 他の何 らか の 要因が 関係 して い

る と考え られ る 。

　本研究は ， こ の よ うな知見を基 に ， 「公的自己意識 の

高さ と，対人 的 自己効力感 の 低さ を合わ せ持 つ 者 が ，

最 も強 い 対人 不 安傾向を 有 す る 」 と い う仮説 に つ い て

検討を試み る こ とも大 きな目的で ある 。 本研 究で は，

対人的自己効力感 を 「対人 的場面 に お い て 適 切 な社会

的行動 を遂行す る こ とが
， どの程度自分に 可 能か に つ

い て の 主観的 な評価 」 と定義す る 。 対人 的 自己効 力感

が 低 い こ と は ， 対人不安傾向の 高 さ と関連が あ る と考

え られ る 。 Leary （1983）は，「個 人 の 望 む印象 を作れ る

か ど うか の 主観的確率 」の 低 さ が対人 不安 の レ ベ ル と

関連す る こ と を指摘 し て い るが ，対人 的 自己効力感 は

こ の概念 に 近 く，それ を よ り具体的に し た も の で あ る

と思わ れ る。公 的 自己意識が 高 く， 対 人的 自己効力感

が低 い
，

つ ま り他者か ら の 目 が気 に な り， 自分の社会

的行動の遂行 に 自信 の もて な い 子 ど も が ， 最 も強 い 対

人不安傾 向を示 す と考 え られ る 。 こ の ような関係が 明

らか に な れば，児童 の 対人 不安 の 理解 や 予防に対 し て．

何 ら か の 示唆 が 得 られ る よう に思わ れ る 。

研 究 1　 対人不安傾向尺度の 作 成及び信頼性の

　　　検討

目　的

小石 （1995）が 指摘 して い る よう に ， 幼児期，青年期
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と い う他 の 発 達段階 と比較 し て ， 児童 期 の 人 間関係 に

対 し て は こ れ まで あ ま り関心が払われ て き て い な い 面

が あ る よ う に 思わ れ る。た しか に ， 不 登 校 の 問題 を考

え て も， 法務省入 権擁護局 （19S9）の 調 査結果 に よれ ば

不登校を始め た時期 は中学 1年の時が最 も多 い
。 しか

し ， こ うし た 問題 に対 して も 「小学生 の 時代 に 積 み 上

げ られた親子関係や仲問関係な ど に つ い て の 問題が ，

中学生 と い う環境的変化や ， また発達 の 節 目を迎 え て

表面化 し た と考え る の が 自然で は な い だ ろ うか 」（小 石，

1995＞ と い う指摘は妥 当 で ある よ う に 思 わ れ る。

　 っ ま り， 青年期 に多 くの対人 的問題が起 きる 基盤 は ，

児童期 に 蓄積 さ れ て い る 可能性が あ る。ま た ，最近 で

は児童期そ の もの の 対人関係 に変化 が起 こ りつ つ あ る

と も言 わ れ，児童期を対象と し た対人 関係 に つ い て の

研究 も盛ん に な っ て きて い る。そ の 意味 で ，児童期 の

人間関係の 形成 と発達 に 影響 を与 えると思わ れ る対 人

不安 傾向を測定 す る 意義 は大 き い と考え られ る 。

　対人不安傾向 を測定 す る尺度 として は，成人 を対 象

と し た Buss（］9．　80），　 Cheek＆ Buss（1981 〕，
　 Leary〔19s3）

や 児童 を対象 とした LaGreca
，
　 Dandes

，
　 Wick

，
　 Shaw

＆ Stone（1988） な どがあ る。しか し，わ が 国 の 児童 を

対 象 と し た 尺度 で ，対 人 不安傾向の 測 定 を 目 的 と し ，

信頼性お よび妥当性が十分 に 検 討 された尺度 は な い よ

う に 思 わ れ る 。

　研究 1で は ， 児 童 の 対人不安傾 向を測定す る尺度 を

新 た に作成 し ， そ の 下位構造 を探 る とと もに ，尺度 の

再 検査信頼性，内的
一

貫性 を検討す る こ と が 目的で あ

る 。 な お ， 尺度 の 妥 当性 に つ い て は研 究 2 で行 う。

方　法

被調 査児　首都圏 の 公立小 学校 4 年生 1］6名 （男子 51 名，

女 子 65名）， 5 年生 121名 （男子 60名，女 子 61名）， 6 年生

104名 （男 子 53 名，女 子 51 名 〉 の 合計341名 。

　 質問紙の 構成

児童用対人不安傾向尺 度　児童 の 特性的 な対 人不安傾

向を測定す る 尺度 。 Buss（1980 ），
　 Cheek ＆ Buss（198D ，

LaGreca 　 et 　 a1 ．（1988），　 Leary （1983） を参考に，新た

に項 目を作成 した 。 回答は ， それ ぞれ の 質 問 に 対 して

「と て もあ て は ま る」「す こ し あ て は ま る」「あ て はま

らな い 」「ぜ ん ぜ ん あ て は ま ら な い 」の い ずれ か を選択

す る 4件法で 求め られ た 。 原 尺度の 項 目 として ，37項

目が 作成 さ れ た。

調査時期　ユ992年 7 月。

手続 き　担任教師の 監督の 下、ク ラ ス ご とに 集 団 で実

施 され た。最初 の 調査 の 1 カ 月後 ， 各学年 1 ク ラ ス の

み （計 UO 名1 に対 して，再検査信頼性を検討す る た め

に 再 調査が 行わ れ た。

結果および考察

　 1 − T 相 関 （、30 以 上 ｝の 値 と α 係数 の 値 を基準 に ｛大

塚〔1986 ）の 手順 に 従 い ，そ の 項 目 を 削 除 し た と き の a 係 数 が、そ

の 時 点 で の 全体 の α 係数 よ り も高 くな る項 日を削除 して い っ た），

次 に 残 っ た項 目 に対 し て 主因子法 ，
バ リマ ッ ク ス 回転

に よ る 因子分析 を行 い ，固有値 1以 上 の 3 因子 を抽出

し た 。 こ れ ら の 3 つ の 因子 に 対 す る負荷 量 が ．4  に 満た

な い 項 目を削除 した 。 最終的に ユ8項 目を対人不安傾向

測定尺度の項 目と し て 採択 した。な お ，原尺度 の 項 目

数 が 37で あ るの に 対 し て ， 最終的に採用 した項 目数 が

18と 少 な い の は ， 選定基 準 を厳 し く し て，信頼性の高

い 尺度を作成す る こ と を意図 したた めで ある。

　 尺度 の 内的
一

貫性 を検討す る た め に ク ロ ーン バ ッ ク

の α 係 数 を算 出 し た と こ ろ ．876の 値が 得 ら れ た 。 ま

た ，尺度の合計得点 と エカ月後 に行 われた再 調査の合

計得 点 と の 相 関係数は ．782 （pく．el）で あっ た 。
こ の結果

か ら ， 高い 再検査信頼性が 確認 さ れ た
。

　 対 人不 安傾 向の 下位構造 を探 る た め に ， 最終的 に

残 っ た 18項目に対 し て 再び 主因子法 ，バ リマ ッ ク ス 回

転に よ る因子分析 を行 っ た 。 そ の 結果 を TABLε 1 に 示

す 。第 1 因子 に 負荷 の 高い 項 目は，「友だ ち が ， 自分 に

つ い て 悪口 を言 っ て い な い か ， 気 に な ります 」「知 らな

い 人 と会 っ た と き，そ の 人 が 自分 の こ とを い やな人 と

思わ な い か 心配に な ります」な ど で あ り，対人 的場 面

に お い て否定的な評価 を受け る こ とを気 に す る傾 向 を

示 して お り， 「否定 的評価 懸念」因 子 と命名 し た。第 2

因子 に負荷の 高 い 項目は ， 「あ ま りよ く知 らな い 人 か ら

話 し か け ら れ た と き ， 顔 が熱 くな ります」「み んな の 前

で 発表す る とき，どき ど き し ます 」 な ど で あり ， 対人

的場面に お い て 生 理的反応 を含 む情動 が喚起 し や す い

傾 向 を 示 し て お り ， 「情動 的反応性」因 子 と命名 した。

第 3 因子 に負荷 の 高 い 項 目は 「だ れ か に話 し か け られ

る の が， こ わ い で す 」「人 が まわ りに た くさん い る と，

い やな気分 に な ります」な ど で あ り， 人 と関わ る こ と

に対 して 苦痛 を感 じる頌 向 を示 して お り 「対人関与の

苦 痛」因子 と命名 し た 。

　 それ ぞれ の 下 位尺度 の 信頼性 を検討す る た め に ， 各

因子 に負荷の 高 い 項 目か らな る 下位尺度 を構成 し，α

係数を算出し た 。 そ の 結果 ， 否定的評価懸念下位尺度

で ．834， 情 動的反応性 下位尺度 で ．785，対人関与 の 苦

痛下位尺 度で ．675の値が得 られ た。また ， 下位尺 度ご

と の 1 カ 月後の 再検査 と の相関係数は ， 否 定的評価懸

念下位尺度で ．794
， 情動的 反応性下位尺度 で ．725， 対

人関与の 苦痛下位尺度で ．578で あ っ た （相関の 値は 全 て p
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TABLE 　1 対人不安傾 向尺度の項 目分析，因子分析 の

結果

　　 全＃　下位　　　因子分折結果

M　 SD
　　　IT ［

．TFIF2F31t

友達が，目分について悪口を言っていない か，気に　2、io　L囎　．6：2　．6呂8　．141　．暫9　．讎 　． 
なりまs、
人がたくさんいるところでは，自分遅いやな入と悪　！蕊　1．09　MD　．Eli　685　1認　．叮9皇　、詞i
われないか，気にな弓ます，

匐らない人と会ったとき，その人が自分のこtをい　221［．瞞　印「　．S57　．6？6　．駈3　、131　．測3
やな人と里わないか心配仁なります。

自分のことが巌いな人が 1人でもい ることは，こわ　2、33　1．09　、556　．｝甜　．572　，r／O　、130　4罫
いことでち

みんなが転の顔を曼て，笑っているような気がしま　！．呂3　匝．92　465　．55｛1 ．498　、t− 　．246　3壟5

す。

みんなに笑われるのは，こわいです“　　　　　　　L盟　1．Ol　．520　．引7　4ア3　L71　．29「　．努・1
いつ もだれか均  窪分のことを冕て P るようで毛遅 　　1、％　0，盻　．囲9　．51〔　．燭 　．！19　．佃 　．40D
です。

みんなか槻 られると，顔が赤く妨 ない軋 雹で 細 ］．05．踟 ．繝 　躡 田 ．囑 ．嚇
すt

舷 は 1鰯 な从 蛎 乱 fPI16ii．t］tき，顔 皇．％ 疉．91　 ．SW 、搦 幟 弱l　 O97321
tlあつくなDます昏

短らない人ヒ衾わなけれぽなら掌いとき，心配ilな　2衡　1．田　、575　．510　．2罫　Sl　．2籾　4ts
ウます。

あま口よく知らない人と話さなげナしifならないとき，2娼 重．12　、轍i ．5！1　．212　、527　．192　．3髄
どきどきします。

おおぜい人が集まると，どきどきしまf。　　　　　2．IS　LO6　謝 　．S5L｝　．255　．4ア9　．潮 　．灘
授業中，先生にささhると，顔があつ くなウ耋す。　　1踟　e95　4別　、↓詬　214　．433　．IST　．2τ〔1

だ抱かに話しかけられるのが，こわいでナ。

人歩まわりにたくさんい ると，いやな気分になりま

す。

たくさん人が集まるところllS， 行かない ようにし

てい ますc

学絞の外で。クラλの人と会うと，いやな気分にな

DまSc

すごく抻瑳｝よい友逹以外は， 話をするのがこbいで

す。

1．450P2 ．47庫．5⊥O ．ISI 」罸 ．弸 　、416

L萄 o．縄 ．3『3 ．431　 Dll 靄 　躑 ．錫2

i．6三 〇，Sl　 M4　 個　 Difi　 1蘭　Ol ．L）51

、IP〔1．Sl．3跚 ，覗「．［ii．e73．艇ll．2胆

．1．iI｝．π ．悩 ，3il、265．163．嫺 ．2切

　因子分析の 結果． 3因子 が抽出 さ れ対人不安傾向測

定尺 度が下部構造を持 つ こ とが示 さ れ た と い え よう。

さ ら に，それぞれ の 下位尺度 は高い 信頼性を示 し た 。

し か しな が ら ， 18項 目 か らな る尺度全体の a 係数が 高
い こ とか ら，単

一
の 尺度 と し て の 有用性 もあ る と思わ

れ る
。 全般的な 対人不 安傾向 を測定す る際に は ， 1 つ

の 尺度 と し て使用 し， よ り詳細な対人不安 傾向 を測定

す る際 に は ， 「否定的評価懸念」「情動的反応性」［対人

関与の苦痛」の 3 つ の 下 位尺度 ご と に 測定す る こ とも

可能で あ る と思 わ れ る 。

　LaGreca 　et　aL （1988）の結果 と今回 の結果 とを比 較

す る と，「否定 的評価懸念」は両尺度 で 認 め ら れ ， 否定

的評価懸 念が対人不安傾向に お い て 安 定 し て抽出され

る 重要 な次元で ある こ とを示 して い る と思 われ る。La−

Greca　et．a1．（1988） に お け る 「対入 的 回避 と苦痛」 は，

今回 の研究で は 「情動的反応性 」「対人 関与の 苦痛」の

2 つ の 因子 に 別 れ た。こ れ は ， 今回 の 研 究の質問項 目

の 中 に 対人恐怖症 に近 い よ うな ， 他者 と の接触に お い

て 強 い 苦痛を 示 す内容が 含 まれ て い た か らで あ る と 思

わ れ る。

　また ， 対人不安傾向尺度の 得点 と， 3 つ の 下位尺度

の 得点 に つ い て ，性差 と学年差 の 検 討 を行 うた め に 2

要因 の 分 散分析を行 っ た 。 それぞれ の 尺度の性別，学

年別 の得点を TABLE 　2 に 示 した 。

TABLE 　2　対人 不安傾向尺度得点 の 平均値 （標 準偏差 ）

　　　 （対 人不安傾向全体）

4年 生 5 年 生 6 年生

男 子　　36，8（10．7＞　37 ．2 〔10．7）　37　6（　9，9）
女 子 　41．G（1 ．7）　44．9（10．7）　42 ．1（11．1）

（否定的 評価懸念下 位得 点〕
2乗和

寄与率

293 ！、ICi　 l．9］6盟

［6．311710．6 躇．fi 4年生 5 年生 6年 生

全体1．T　尺度窒体得点との1．T揺薦饐

↑竝1．T　下旋尺度得点との1−T掘関饐

F1　否定的評緬駐念因子

F2 麟 皈 昨性罸子

F三　対人鬨与の苦驀因子

．・丁橋饌｝値は全て1％水準で有意であった）

T相顯値隊全て｝％水準で有Eであっ た）

男 子 　 11、3（4 ．5）　 12．0 （4．3）　 11．4C3．8）

女 子 　 13．5（4、2）　 15．6 〔4．3）　 14 ．7（4．6｝

（情動 的反 応性下 位 得 点〉

4 年生 5年 生 6 年生

〈、01 で 有 意〉。

　 3 つ の 下位尺 度問 の 相関係数 を算出 し た と こ ろ，否

定的評価懸念 と情動的反応性 と の 間に ．563 〔p（、01）， 否

定的評価懸念 と対入 関与の 苦 痛 と の 間に ．621 （pく．01），

情動的反応性 と対人 関与 の 苦痛 と の 間 に ．554 （p〈．Ol）と

い う値 が 得 られ ， 有意な 正 の相 関 が 認 め られた 。

男 子 　16．9（5，2）　 16．8（5．7）　 18．O（5．6）
女 子 　 18、2（5．5）　 19，7 （5 ．8）　 18．1（5．3）

（対 人 関与 の 苦 痛 下位 得 点）

4年 生 5 年生 6 年生

男 子 　8、6（Z．5）　 8．5（2．7）　 8．2〔2．5）
女子 　 9．3（2．8）　　9．5（2．4）　　9．3（3．2）
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　対 人不安傾 向尺 度全体の 得点の 分散分析の結果 ， 性

の 主効果の み が認め られ た （F（1，335）＝Z3．lp ＜Ol）。下位 尺

度 ご と に 見 て み る と
， 否定 的評価懸念下位尺度で は ，

性 （F 〔1，335）＝42．8，P〈．01） と学年 （F〔2，335）＝33，pく、05）の 主

効 果 が 認め られ た。学年 に つ い て の LSD 法 に よ る多

重比較の結果 ， 4年生 と 5年生 ， 6年生 と 5 年生 の 問

に 有意な差 （p〈．05＞が 認め られ ， 5 年生 の み が高 い 値 を

示 し て い た 。 情動 的反応性下位尺 度で は，性 の 主効果

の み が認め ら れ た （F（1，335）＝6．9，p〈．Ol）。 対人 関与の 苦痛

下位尺度で も ， 性 の 主効 果 の み が 認め ら れ た （F（1，3．35．｝＝

10．2、p〈．Ol〕o

　 こ の ような結果 か ら，対人不安傾向は男子 よ りも女

子の 方が高 く， 小 学 4 ， 5 ， 6年 で は学 年 に よ る差 は

あ ま り見ら れ な い と い うこ と が全体 として は言 え る と

思 われ る。しか しな が ら，否 定的評価懸念下位尺度で

は，学年に よ る差が見 られた 。
こ の 結果 に つ い て は ，

さ ら に 検討 す る 必要 が あ る と 思 わ れ る 。

研 究 2　 対人不安傾向と それ を規定 する他の 要因

　　　 との 関連

目　的

　公的 自己 意識 （pub ］icself・consci ・ usness ）は ， 自己 意識

の 中で も， 自分の 容姿 ， 行動 ， 発言 な ど に 対 す る他者

か ら の 評価に 注意 を向け ， 重視 す る 傾 向で あ る。菅 原

〔1988）は， 公的 自己意識 の 高さ が ， 高 い 対人不安傾向

に は 必要 で あ る と主張 して い る。しか し，公的 自己意

識 が 高い もの が 全て 高 い 対人不安傾向を示 す わ け で は

な く， 何 らか の 他 の 要因 が 重な っ た場合に対人不安傾

向が 高 くな る よ う に 考 え ら れ る。

　 Leary （1983＞ は，対人不 安の原因と そ の 治療に 関す

る考 え 方 は ， 大 まか に 言 っ て 3 つ の 理論 に 分類 で き る

と し て い る 。 第 1 は ， 「条件づ け られ た不安 」の 考え方

で あ る。これ は，古典的条件づ け の モ デル を対人不安

に 広げ た もの で ， 特定の 場 面 で 生 じた否定 的な経験 が
，

そ の 後の 同様な状況に お か れ た場合に不安 を引 き起 こ

す とい う考 え方 で あ る。第 2 は，社会的 ス キ ル 欠如」

ア プ ロ ーチ で あ る 。 社会的 ス キ ル の 乏 しい 人 は，社 会

的場面 に お い て 不快な 経験を す る こ と が多 く， そ の 結

果 ， 対入 的場 面 で 不安 を感 じ る よ う に な る と い うの で

ある 。 第 3 は，「認知 的側面」を重視す る考 え方 で あ

る 。 対人不 安 は
， 客 観的 に 見 て 社会 的 ス キ ル が 不 足 し

て い る か ら起 き る の で はな く， 主観 的 に 自分 の ス キ ル

が 不足 して い る と感 じて い る と きに 起 こ る とい う考 え

方 で あ る。

　本研 究で は ，
こ の Leary （1983）の 第 3 の 考 え方 を基

に ， 自分 が社会的 に 有能で な い とい う主観的な認知が

対人 不安傾向に影響 を与えて い る か を検討す る 。 そ の

た め に ， ま ず 自分が どの 程度社 会的 に有能 か に つ い て

の 主観的 な認知を測定す る対人的自己効力感尺度 を作

成す る 。 その後 ， 高 い 公的 自己意識 に 低 い 対人 的自己

効 力感が 重な っ た個人 に お い て ， 最 も強い 対人不安傾

向が 存在す る ， とい う仮説 に つ い て も検証 し た い 。 さ

ら に ， 研究 1で 検討 で き な か っ た 対人 不安傾 向尺度 の

併存 的妥 当性 に つ い て も検討す る 。

方　法

被調査児　公立 小学校 の 小学 4 年生 65名 （男子 34，女 子

31）， 小学 5 年生 68名 （男子 34，女子 34，，小学 6年生62名

（男子 36J 女子 26｝ の 合計ユ95名 。

　質問紙

1． 対人不安傾 向尺度　研 究 1 で 信頼性が検証 さ れ た

「対 人不安傾向尺度」。 項 目数は 18で ， 回答は 4 件法 で

求め られ た。

2． 田研 式 GAT の 対人的不安傾向下位尺 度　研 究 1

で 扱わ れ な か っ た併存的 妥 当性 を検証す る た め に，

GAT の対人不安傾 向下位尺度 を使用 した 。
　GAT は

，

学習不安傾 向， 対人的不安傾向 ， 孤独傾向 ， 自罰傾 向 ，

過敏傾 向，身体 的徴 候，恐怖傾向，衝動傾向 の 8 の 下

位尺度か ら構成 さ れ て お り ， 対人的不安 傾向 の 下位 尺

度 は 10項 目 か ら で き て い る 。 そ の うち 内容が研 究 1 で

作成 し た 対人不安傾 向 の 項 目 と酷似 し て い る 2 項目 を

削除し 8項 目を使用 し た 。 語尾の 文章表現 を改 め ， 回

答 は 4 件法 で 求 め ら れ た。得点が 高い ほ ど ， 対人的 不

安傾向が強 い こ と を示 す （APPENDIX 参照〉。

3， 公的自己意識尺度　桜井 （1992 ）の児童用 自己意 識

尺度の中か ら ， 公 的 自己意識 の 9項 目を使用 。 語尾 の

文章表現 を改め ，回答は ， 4件法 で 求 め られ た。得 点

が 高 い ほ ど，公的 自己 意識が 高い こ と を 示 し て い る

（APPENDIX 参照〉。

4 ． 対人 的自己効力感尺度　友人 と の対人 的場面 に お

い て ， 適 切 な社会 的行動 を ど の 程度自分 が う ま くで き

る と思 うか に つ い て の 主観的評価 を測定す る こ とを目

的 と した 質問紙 で ，Wheller ＆ Ladd （1983 ） な ど を参

考に新た に作成 した 16項 目か らな る。 回答 は そ れ ぞ れ

の 行動が ，「絶対で き る と思 う」「た ぶ ん で きると思 う」

「た ぶ ん で きな い と思 う」「絶対で き な い と思う」の い

ず れ か を選択す る 4件法 で 求 め ， 得点 が 高 い ほ ど対人

的 自己効 力感が 高 い こ と を 示 す （TABLE 　3 参照 ）。

対人不安傾 向の 教師評定　対人 不安傾向尺度の妥 当性

の 検討の た め に ， そ れ ぞ れ の 児童 が 人 と 接す る 場 面 で

ど の 程度不 安を示 す か に つ い て 担任の教師に 5段階で
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TABLE 　3　 対人的 自己効 力感 尺度の項目分析結果

M　　SD　負荷共避性1．↑
　　 量

’
　 贈

8

1　侮人かの亥だちが避ぽうとしてv るとき、目分もい っ
1．こに遊んで　333　0．i［　．5？9　5i2　5Xt

　 よいかた嚢聖る

Ll　何人かの友だ5が避ぴ方にっいて話してい ます，その友だちに 1こ　3CS　O隠　6U　、胡1　．515
　 うす’1ばいb と馨うよ．とやり方を致える

3　あなたの友だちがい じあられて±：るとき、いじめていξ人にやある　1．040．関　儲2　5誠　．i「O
　 よ

’
；n言う

4 耄なたが燭・逓びを鋤 劫 ヒして1巧 捷 、他の人；ゴい っしよ　3．蹐 o 園　5δ9 塁誘 ，49T
　 に蓮ぽ鉦 とさそう

5　畫かがあなたの願番を虞どウしようとしたヒき、1震O蛬’三よ，ぬS》　3，巽　O．il　．謝 　．衡1　．511
　 さな｝1で」　辷言う

6 亜んでい粥 で、だれかがあなたの籬1こ漬から入ってきた捷 、　 3．nOi8 ．鰹 、価 　縦

　 1ろやんと並；、で、と言う

：　あなた畠友達ビうしがけんかしているヒき、そ8．を止ゐる　　　　　，91　）．94　．ア31　．側3　．66「
s　同人かの人ポ、あなたの友だちをか韓り てい る辷き、やめるよう　ε肚 1｝、EV　．；’］o ．6：」　δ5［
　 に言ラ

9 伺人がの人ま・1、V ・コLt に蓮．；Aをさtiしてい るとき，自分がい つ 3胡 鰹 ．晒 　躙 　講

　 しiに遊んで柔い去・騒く

［1 体育の浸業で、！人組に崖らなけれliならないとき、だれb・s：いっ　3．認　9．＆9 ．di：） 、4胃　調1

　 しょに紀になろうとたのむ

1コ　阿人かの友だらが，同廴て遊ぎうかまbているとき、あなたのやウ　ヨ2b　O西　．5rl〕　．1「3　、器5
　 たい遊びを言う

11．　あなたがだξ1かに文句を言bkたとき、それをやめ乙ように言う　　！．蝿　O．ee　．EA　583　詞6

11　友だちに じょシだんを言・冫て笑わせる　　　　　　　　　　　　　3．ひ3　藍．0亅　、誌4　、4H　．謎3
15　だれt’ti、あなたを霞らtることをしようとしてい るとき、「やらts　3、0δ　匹．9廴　．臨 　、f5　．619
　 い で」と言う

］6　i÷んかして1｝る友だちを仲直唾させる　　　　　　　　　　　　　！5S　O．9「　．嬲 　、516　5お

’
第1主嘖分へO負莓量

”
　1
−
丁相関篋勢堕は全て1％水準で有惹であっ た

評定す るよ うに求め た 。そ れ ぞ れ の 児 童 に対 して ， 「1

全 く不安は 示 さな い 」「2　ほ と ん ど不安は 示 さな い 」

「3　 どち らともい えな い 」f4　少 し不安 を示 す 」「5
か な り不安 を 示 す 」 の い ずれ か を評定す る よ うに求め

た 。

調査時期　1994年 工月 。

手続 き　質問紙は ，担任教師の 監督の も と ， 集団 で 実

施 さ れ た。なお，今 回新た に作成 し た対人 自己効 力感

尺 度 に つ い て は ， 各学年 1 ク ラ ス （計 95名 ） に対 し て ，

再検査信頼性を確認 す るため に 1 ヵ月後に再度実施 し

た。

結 　果

　対人的自己効力感尺度の信頼 性 ・妥当性の 検討　本

研 究 で 新た に作成 し た対人的自己効 力感 尺度 の信頼性

を検討す る た め に，以下 の よ うな分析 を行 っ た 。 まず，

対人 的自己効 力感 尺度は ， 対人 的場面 に お い て どの 程

度自分が適切 に行動で き る か ど うか の 全般 的な 自己評

価 を測定す る こ と を目的 に 作成 し た の で， 1 次元構 造

を仮定 し ， 主成分分析 を行 っ た 。 そ の結果，項 目1  を

除 い た ほか の 全 て の項 目が 第 1主成分 に対 して高 い 負

荷量 を示 し た 。 また，それぞ れ の項目 の 得点 と
， そ の

項 目 を 除 い た 尺度全体の得点 と の 1− T 相関を算出し

た とこ ろ ， 項 目10を除い て ．40以上 の 高 い 値 を示 した

（項 目 10 の 1− T 相 関 の 値 は．351）。

　 こ の ような結果か ら ， 項目 10を除 き， 再び主成分分

析を行 っ た。そ の 結果，全 て の項目 が 第 1主成分 に最

も高い 負荷量 を示 し， 累積寄与率は39．5％ で あ っ た。

また ， 1 − T 相関を算出 した と こ ろ ， 全て の 項 目で 高
い 値が 得 られ た （TABLE 　3〕。 項目 10を除 い た 15項 目か ら

な る尺度 の a 係数は ．888で ，高 い 内的
一

貫性が 認 め ら

れ た 。 し た が っ て ， こ れ ら15項目か ら な る尺度 を対人

的自己効 力感尺度 と して使用 し ， 15項 目の 合計得点を

対人 的 自己効力感得点 と す る。

　加 えて ，こ れ ら15項目の合計得点と 1 カ 月後に実施

した再検 査 で の 合計得点 と の相 関係数 を 求 め た と こ

ろ ．710（p〈．〔）J）で あ っ た 。 し た が っ て ，対人 的 自己効力

感尺度 に 高い 再 検査信頼性が 確か め られ た と言え よ う。

　 ま た ， 対 人 的自己 効 力感 の 性差 と学 年差 を検討す る

た め に ， 対人的 自己効 力感得点に つ い て 性 と学年 に よ

る 2 要因 の 分散 分析を行 っ た。性、学年別 の 平 均値 を

TABLE 　4 に 示 し た 。 そ の 結果 ， 性に よ る主効 果 の み が

認 め ら れ （F（1，166）　＝．4．Zp 〈．05）， 女子 の 方が 男 子 よ り も対

人的 自己効 力感得点が 高 い こ と が 明ら か に な っ た。

TABLE 　4　対人的自己効力感得 点 の 平均値 （標 準 偏 差 〉

4 年生 5 年 生 6 年 生

男 子 　 43 ．4 ｛7．7）　 44．4（9．2）　 42 ．9〔6．9）
女 子 　 46．4（5，8）　 44．6（7．8｝　 47．9〔5．5）

　使用 し た そ の 他の 尺 度 の 信頼性 の 検討 　GAT の 対

人的不安 傾向尺度 と公的 自己意識尺度 の 内的一
貫性 を

検討 す る た め に ，α 係数 を算 出 し た 。 そ の 結果 ， GAT
の対人 不 安傾 向尺度 は ．748， 公的自己意識尺度 は ．879
と それ ぞれ高い 値が得 られ た。

　対人不安傾向尺度 の 併存的妥当性の確認　研 究 1 で

作成さ れ た対人不安傾向尺度の併存的 妥当性 を確認す

るため に ， GAT の対人的不安傾 向得点 と の相 関係 数

を求め た 。 そ の 結 果 ，
r ＝．697 （p〈、Ol） の 値 が 得 られ ，

高い 併存的妥 当性が示 され た 。ま た本研 究 で作成 さ れ

た対人不安傾向尺度の得点 と 教師評定得点 と の 相 関係

数 を算出し た結果，r ＝．269 （pく．01） の値が 得 られ ， 有

意 で は あ っ た が ， あ ま り高 い 値 は得 られ な か っ た 。 子

どもの感 じ る対人不安の よ うな内的側面は，教師か ら
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正確 に は と ら え る こ と が 困難で あ る と 思 わ れ ， 同 じ よ

うに 子 ど もの 内的側面 と教師評定とを検討 した研 究 に

お い て も， あ ま り高い 値 が 得 ら れ な い こ と が 報告さ れ

て い る （eg ．桜井，1992）。 し た が っ て ， 今回得 られ た ．269

と い う数値 は，満足 す べ き もの で ある と考え ら れ る 。

　加 え て ， 研 究 1 で 作成 した尺 度 の 下位 尺 度 ご と に

GAT の 対人 的不 安傾向得点 と の 相関係数を求 め た と

こ ろ ， 否定的評価懸念 との 問 に ．714 〔pく、OD ，情動 的反

応性 と の 間 に ．534 （p〈．  1），対人 的関与 の 苦痛 と の 間

に ．492 （p〈．Ol）の値が 得 られ た。ま た，各
．
ド位尺度 と教

師評定と の 相関係数を求め た と こ ろ ， 否定的評価 懸念

と の 値 に ．204 （p く、01），情動的反応性 と の 間 に ．328 （p〈

．01）， 対人関与の苦痛 と の間に ，153 （p〈．05） の 値 が 得 ら

れ た 。こ れ ら の 結果 を総合 して ， 各下位尺度 も併存的

妥 当性が 示 され た と 言 え よ う。

　対人不安傾向と公的 自己意識 ， 対人 的 自己効力感 と

の 関係　対人 不安 傾 向 と 公的 自己意識 ， 対人 的 自己 効

力感 との 関係 を検 討 す るため に ， ピ ア ソ ン の 相 関係数

を算出した 。 そ の結果 ， 対人不安傾 向 と公 的 自己意識

との 間 に ．721 （pく，OD
， 対人 不安傾向 と対人 的自己効力

感 との 間 に
一．246 （pく．01） の 相 関が 見 ら れ た （TABLE 　5）。

な お，公 的 自己 意識 と対人 的 自己効 力感 と の 間の 相 関

係数 は
一．007で あ り， 無相関 で あ っ た 。

　対人 不 安傾 向 の 下位 尺 度 ご と に 同様 の 分 析 を行 っ た

結果 ，否定的評価懸念 と公的 自己意識 と の 問に ．764 （p

〈．Ol），対人 的 自己効力感 との 間 に
一．125（p〈．05）の 相 関値

が 得 ら れ た 。 情動 的反応 性 と 公 的 自己意 識 と の 間

｝1　．576（p〈．0／＞，対 人 的自己効力感 と の間に
一．238（p〈．。ユ）

の 相 関が見 られ た。対人 関与 の 苦痛 と公 的 自己意識 と

の 間に ．43ユ（pく，Ol）， 対人的 自己効力感 と の 間に
一．249（p

＜．01） の 相関 が 見 ら れ た （TABLE 　5｝。

　 さ ら に
， 公 的 自己意識 と対人 的 自己 効 力感 を 説明変

数，対人不安傾向を予測変数 と して 重回帰分 析 を行 っ

た。そ の 結 果 ， 公 的 自己意識 の 標準偏回帰係数 （β）

TABLE 　5　対人不安傾向 と対人 的効 力感、公 的 自己意

　　　　　識 との 関係

対人不安鬮 尺度1鮴 1 下齦 度

否鞠 瀬 艷 情動的反騅 対爛 勃 舗

r β 「 β 「　 　 β r β

対人的珈懲

公舶 己繍

一．2舗’8

．τ215‡
．蜥 11

、籾7a’
．上！｝勝

．下倒塾辱

．，12〔1幽

、749け

一2駆肋　．？〜s鱈

．5『6↓尋　 講
「匿

一219尉

．431醤

一．猫 8「

、挿5°伽

艮僅鬮 煕 1 τ391零 ．τ59け 棚
’ホ 、柄 亀゜

は ，697 （p〈．Ol），対 人的自己効力感 の 標準偏回帰係数は

一227 （p〈．01＞ で い ずれ も高い 値を示 した 。

　下位 尺 度 ご と に 同様 の 分析 を行 っ た と こ ろ，否 定的

評価 懸念 と公的 自己意識と の 間に ．749 （p＜．Ol）
， 対 人的

自己効力感 との 間に
一．120（p＜．05） の 標準偏回帰係数が

得 られ た 。 情 動 的反 応 性 と 公 的 自己 意 識 と の 間

に ．555（p く、Ol）， 対人 的 自己効 力感 と の 間に 一、228（p〈．OD

の 標準偏回帰係数が得 ら れ た 。 対人関与 の 苦痛 と公的

自己意識 との 間 に ．405 （p〈．01）， 対人的自己効力感 と の

間に
一．246 （p〈．01）の標準偏 回帰係数 が 得られ た （TABLE

5）。

　 したが っ て ， 公的 自己意識 ，対人的自己効力感 と も

に 対人 不 安傾向 と関連が あ り ， 公的自己意識 と対 人 的

自己効 力感 との 間 に は関連が み られ な い こ と か ら，
こ

れ ら 2 つ の 変数 は ， 独 立 し て 対 人不安傾向 に 関与 し て

い る重要 な変数で ある と考 え られ る 。

　 こ う し た結果 を基 に ，さ ら に 次 の よ うな分析 を行 っ

た 。 公的自己意識得点 ， 対人 的 自己効 力感得点 の 平均

値で 被調査児 を高群，低群に 分け ， その 組み合わ せ で ，、

L − L 群 ，
H − L 群 ，

　 L − H 群 ，
　 H − H 群 の 4 群の分

け ， 4 つ の群の 対人不安傾 向得点 の 平均値 の 差 の 比較

を行 っ た 。分散分析 の 結果，群 の 有意な主効 果が み ら

れ た （F（3，175｝＝37．4，p＜．Dl＞  LSD 法 に よる多重 比較 の 結

果 ，全 て の 群 の 問 に 有意な差が み られ た 〔p〈．05）。

　最 も， 対人不 安傾 向 が 高 か っ た の は ， H − L 群 （M ＝

45．？，SD二8．4，　N ＝46 ： 男 子 22名，女子 24名〉 で あ り，続 い

て H − H 群 CM＝39．9，　 SD ＝ 8．9，　N ； 44 ： 男 子 14名、女 子 30

名）， L − L群 （M ＝32．6，　SD ；6．6，　N ＝37 ： 男子 28 名，女 子 9

名），最 も対人不安傾向が低か っ た の が L − H 群 （M ＝

29．9．SD − 6．5，　N ＝45 ： 男子 25 名，女子 20 名 ） で あ っ た 。 し

た が っ て ， 公 的 自己意識 が 高 く，対人 的 自己効力感 が

低 い 群が 最 も高い 対 人不安傾 向 を示 し，反対 に 公的 自

己意識 が 低 く， 対人的自己効力感の高 い 群が最 も低 い

対人 不安傾向を示 す とい う こ とが 示 され た 〔F ［GURE 　1）。

　 4群の 下位尺 度ご と の得点の 比較 を行 っ た と こ ろ ，

否 定的評価 懸念 （F（3，175）＝36．5，p〈．01 ：LSD 法 に よる多 重比

較 の 結 果，全 て の 群 問で 有 意 な 差 ）と情動 的反応 性 〔F（3，173戸

19．7，p〈．01 ： LSD 法 に よる 多重 比較 の 結 果，全 て の 群 間 で 有 意 な

差 ）で は 対人不 安傾 向全体 と 同 じ結果が 得 ら れ た。対人

3
研 究 1 で対 人不 安傾 向に 性 差が 認 め られ た た め に，同様の 分析

　を男女別に 行っ た。 そ の 結果 ，
と もに 男女 こ み に 分析 し た と き

　 と同様 の 群 の 主 効 果 （男 子 （F（3．86）＝17、1，p〈．OI），女子 （F

　 （3，78）＝18，5，p〈．OD ），群 間 の得 点の 高低 が 見 られ た。した

　が っ て，本 研 究で は結果 を 分 か りや す くす る た め に ， 男女 を こ

　 み に し た 分析 の み を 記 載 す る 。
噛

Pく05　
1酢

〆．Ol
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　 　 　 L − L群 ：公 的 自 己 意讃が 低 く，対人 的効力感が儀 い 群

　 　 　H − L 群 1公的 自己意識 が 高 く，対人 的効力感が 低 い 群

　　　1．− H 群 ：公 的 自己意識 が 低 く，対人的効力感 が 高 い 群

　 　 　H − H 群 ：公 的 自己意識 が 高 く，対 人 的勃力感が 高 い 群

FIGURE 　l 公的 自己意識，対人的自己効力感 に よ る群

　　　　　別 の 対 人不安傾 向得点 の 比 較 （縦 軸 は 対 人不

　　　　　安 傾向得点 の 値 〉

関与の苦痛で は，群 の 主効 果が認 め られ 〔F〔3、177）＝13．7，

pく．D1），群 の 得 点 の 高 さ の 順序 は対人 不安傾向全体 ， 他

の 下位尺 度と 同 じであ っ たが ， LSD 法 に よ る 多重比較

の結果，H − L 群 と他 の 3群 との 間 に の み 有意な差 が

認 め られ た 。
こ の よ う に 下位尺度 ごとに見た場合で も ，

対人不安傾向全体 と同 じよう に ， 高 い 公的自己意識 と

低 い 対人的 自己効 力感 とが 重 な っ た 場合 に 最 も得点が

咼 くな る こ と が 明 ら か に され た 〔TABLF ，　6）。

考　察

　対人不安 傾向尺度の得点 と GAT の 対 人 的不 安傾 向

尺度 と の 問に 高い 相関が み られ ， 研 究 1で 新た に 作成

し た 対人不 安傾向尺度 の 併存的妥当性が 確認 された と

TABLE　6 対人不安傾向尺度 の 下位 得点 に つ い て の群

別平均 （標 準 偏 差 ）

否定 的評価懸念　情動的反 応性 　対人 関与 の 苦痛

群

群

群

群

LLHH一

一

一

一

LHLH tl．4（2．9）

【7．5（4．1）

9．6 （2 ．9＞

15．5（4．5）

13 ．3（3 ，2）

17．6（4．ω

11 ．2｛3．4）

15．9 （4．2）

79 （2．1〕

10．3（2．6）

？．3（2．1＞

8．3（2．η

L − L群 ：公 的 自 己 意 識 が 低 く，対人 的効 力感 が 低 い 群

H ．．−L 群 ：公 的 自己 意識 が 高 く，対 人 的効 力感 が 低 い 群

L− llUt ：公 的 自己 意識 が 低 く， 対人 的効力感が 高い 群

H − H 群 ：公 的 自己意 識 が 高 く，対 人 的効 力感 が 高 い 群

い え よ う。ま た ， 教師評定 の 得点 と の 間に は ．269と い

う有意な 正 の 相関 が 見 られ た 。 こ の 値が ，有意で はあ っ

た が それほ ど高 い 値 で な か っ た 理由 と して
， 対人不安

傾向が ， 個人の 感情 や他者 か ら は見え に くい 特性で あ

る こ と が考 えられ る 。

　 研究 1 の再検査信頼性，ク ロ ーン バ ッ ク の α 係数 に

よ る 内的一
貫性 と併 せ て ， 研究 2 で併存的妥当性が確

認 され た こ と に よ り， 対人不安傾 向尺度 は高 い 信頼性 ，

妥当性が 認め ら れた と言 えよう 。 対人不 安傾向尺度 は

下位尺度 ご とで も， 全体 と し て も信頼性 ， 妥当性が 検

証 され た た め ， 下位尺度 を使 用 す る か ， 合計得点を使

用す る か は 目的 に よ っ て 選択す る こ と が 可能 で あ る と

考 えられ る 。

　今回新た に作成され た対人 的自己効力感尺度 は，高

い 内的一
貫性 と再検査信頼性 が 確 認 さ れ ， 信頼性の 高

い 尺度 で あ る と言え よ う。また ， 性差が認 め られ ，女

子 の 方が男子 よ りも得点 が 高い と い う結果 が 得 られ た 。

こ れ は
， 女子 の 方が社交的で，人 との 関係 を重視す る

とい う特質 と関連が あ る と思 われ る が ， 性差を解釈す

る た め に は今後更な る研究が 必要 で あ る と思わ れ る 。

　相 関分析 ， 重 回帰分析 の結果，対人不安傾 向は公的

自己意識 と正 の 有意な関係 ， 対人的自己 効 力感 と は 有

意な負 の 関係が見 られ た 。 対人不安傾 向 と公的自己意

識 との 間 に高い 正 の 相関が 見 られ た こ と は ， 「高い 公 的

自己意識が 対 人不安 の 土壌 と な るj と い う菅原 （1988）

の考 えと符 合 した こ と に な ろ う。公 的 自己意識 は， 他

者 か ら の視線 ， 評価を 意識す る傾向で あり， 他者か ら

の評価さ れ る こ とに対す る不安 と も定義 で きる対人 不

安 と強 い 関連 を持 つ こ と は首肯 で き る。さ ら に ， 対人

不安傾 向と対人 的自己効力感 との間に 有意な負 の 相関

が見 られ た こ と は ， 対 人不安が主観的 に 自分 の 社会的

ス キル が 不足 し て い る と感 じ て い る こ と に よ っ て起 こ

る と い う， Leary （1983）の 考 え と も符合す る。

　ま た ，公的 自己 意識の 高低，対人的 自己効 力感の 高

低 で 4 群 に分け ， 対人不安傾 向の 平均 の差 を比較 し た

分散分析 に よ っ て，公的 自己意識が高 く，対人 的 自己

効力感が 低 い 群が最 も対人不安傾向が 高 い とい う結果

が得 られ た 。 こ の こ と は ， 「公 的 自意 識の高 い 者の
一部

が ， 何 らか の 原因 で 対人不安傾 向を有 す る よ うに な る」

と い う菅 原 （1988）の考え を
一一歩進め るもの として 重 要

で あ る と思 わ れ る。すなわ ち，公的 自己 意識が 高 い と

い っ て ，必 ずし も高 い 不安傾向を 示 す わ けで は な く，

む しろ自己顕示 の 方向へ 現 れ る 場合 もあ る こ とが指摘

さ れ て い る 。 今回 の 結 果 か ら 「高 い 公的自己意識 と い

う土壌に加 え て，自分 の社会的 ス キ ル 効力感が もて な
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い と い う条件が 重な っ た と き に 対人不 安傾向が 生 じ

る」 と考 え る 可能性 も示 さ れ た 。 4つ の群の 中で男女

の 比率 が偏 っ て い る群 もあ っ たが，最 も対 人不安傾 向

が 高 い H − L 群 （公 的 自己意識 が 高 く，対 人 的 自己 効 力感 が 低

い 群 ）の男女比が ほ ぼ等 しい こ とか ら，
こ れ ら の 結 果 は

性別 に 関係な く当て は まる と思 わ れ る 。

　幼 い 頃 か ら対人不安 傾向 が高 く， そ の 傾向を持続 し

て 持ち続 け る場合 も あ る が ， 幼 い 頃 は非常に積極的で ，

社交 的だ っ た子 ど もが ，急 に 高 い 対人 不安傾向を表わ

す 場合も あ る 。 本研究 で得 られ た 結果 か ら推測 す る と ，

後者 の 場合 ， も と も と高 い 公 的自己意識と い う土壌 を

持 っ て い たの だが ， 何 らか の きっ か けで 対人 的 自己効

力感 が 低下 し た 結果 ， 対人不安傾向 を有す る よう に

な っ た と も考 えられ る。 対人不 安傾向の 発生の メ カ ニ

ズ ム に つ い て は様 々 な 要因 が 関連 して い る と思 わ れ ，

今後 さ ら に多 くの 視点か ら と り あげた研究が期待 さ れ

る。ま た ，今 回作成 した対 人的自己効力感尺度 の 内容

は ， 主に主張 的行動や葛藤の解決行動 に関す る もの で

あ り，そ の 他の社会的ス キ ル に対す る 主観的評価 と の

関連 も検討す る必要が あ る と 思 われ る 。

　研究 1 と研究 2 で 子 どもの 対人不安 傾向を測定す る

尺 度が 作威 さ れ，信頼性，妥当性が確認さ れ た。こ の

尺度 を用 い て対人的場面で 問題 を持 ちやす い 子 どもの

ス ク リー
ニ ン グや 対人的困難を持 つ 子 どもの ア セ ス メ

ン トに 利用 さ れ る こ と が 期 待 さ れ る。研究 2 で は
， 対

人不安傾向と 公的 自己意識 ， 対人 的自己効 力感 と の 関

連が 示 さ れ た 。 こ の よ う な関連 を さ ら に検討 す る よ う

な研究が行 われれ ば ， 対人不安傾 向の 低減の ため に 臨

床 的に 応用 さ れ る こ と も期待 さ れ る 。 例 えば ， Slee

（ユ994）は，い じ め られ た経験 と対人不安傾向 と の 間 に

有意 な正 の 関係 を見 い だ して い る。い じめ が 深刻化 し

て い る 日本で も ，
い じ め られ た 子 ど もに 対 す る 心 理 的

援助活動 を考案し て い く上 で ， 対人不安の 発生メ カ ニ

ズ ム の 解明 お よび予防的介入 な どが 重 要な役割 を果た

す よ うに 思わ れ る 。
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 APPEND1X

GAT の 対人 不 安傾 向 卜位尺 度 の 項 目

・家 に 帰 っ て か ら，友 だ ち が 自分 の 悪 口 を言 っ て い る よ うな 気が

す る こ と が あ る。
・お 父 さ ん や お 母 さ ん に しか られ る と．い つ まで も，く よ くよ気

に し ま す。
・ゲーム や ス ポ

ー
ツ な ど で ，負 けそ うな と き は ， や る の が い や に

な り ま す。
・何 か い われて ，い や な気 持 ち に な る こ と が よ くあ ります。
・学級 の 役 い ん に な る の は ，とて も心 配 で す。
・仕事 や勉強 を し て い る と き，だ れか 他の 人が 見 て い る と気に な

　りま す。
・し か られ る と，とて もい や な気 持ち に な り ます。
・先生 に しか ら れ ると，い っ まで も気 に な り ます 。

公 的 自己意 識 尺 度 の 項 目

・自分 の 言 っ た こ とを，人が ど う思 う か 気に な ウま す。
・
か み が たや 月侵そ うに は，気 を使 い ま す。

・自分 の顔 やス タ イ ル が 気に な り ます e

・自分 に つ い て の うわ さが 気 に な り ま す。
・み ん な の 前で 何か す る と き，自分 の 動 作や か っ こ う が 気 に な り

　 ま す。
・何 か し て い る と き，み ん な が 自分 を 見て い る よ うな 気 が し ま

　 す。
・自分 が他 の 人 に ど う思 われ て い る か ，気 に な り ま す。
・
は じ め て 会 っ た 人 に は，な る べ く自分 の よ い と こ ろ ばか りを 見

　 せ よ うと，努 力 し ま す。
・人 が 自分 の こ と に つ い て 何 か 言 っ て い る と．と て も気 に な りま

　 す。

一一．30

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


