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大学生の 自己嫌悪感 を高め る 自己肯定の あ り方

佐 　藤 　有 　耕

　本研究で は ， 大学生 の 自己嫌悪感 と 自己肯定 の 問 の関連を検討 し た。目的 は，どの よ うな 自己肯定の

あ り方 が，大学生の 自己嫌悪感を高め て い るの か を明 らか に す る こ とで あ る 。 自己嫌悪感 49項 目，自尊

心48項目， 自愛心56項 目か ら構成さ れ た 質問紙 が ，18才 か ら24才 ま で の 大学生 ら535名に 実施 された。そ

の結果明ら か に さ れた こ とは，以下 の 通 りで ある 。   自己嫌悪 感 は
， 自分 を 受容 的 に 肯定で き る か ど う

か と関連が強い
。   自己 に 対す る評価も低 く，自己 に対す る受容も低 い とい う ど ち ら の 次元 か ら見て も

自己肯定 が 低 い 場合 に は ， 自己嫌悪感が感 じられる こ とが 多 い 。  し か し ， 最も 自己嫌悪感 を感じ る こ

とが多 くな る の は ， 自分 を高 く評価す る と い う点で は自己を肯定 して い る
一方で ， 受容的な自己 膏定が

で き て い な い 場 合で あ る。本研究 で は，自己嫌悪感をよ り多 く感 じて い る青年 と は，自分は す ば ら しい

と高 く評価 して い な が ら ， し か し現在の 自分 に 満足 で きず， ま だ こ の ま ま で は た りない と思 っ て い る青

年 で あ る と 結論し た。

　キ ーワード ：自己嫌悪感，自己肯定 ， 青年期

問 題

　90年代半ばか ら ， 自己嫌悪感に関す る実証的研究が

い くつ か 現れ た （水間 1996b ；佐藤 1994、1997、1999）。従来

の 論究に こ れ らの 研究結果 が 加 わ る こ とで ， 自己 嫌悪

感 と い う感情の 特徴は 少 しず つ 明 らか に さ れ て い る と

思わ れ る 。 しか し ， 実証的 な 分析 の 弊害 と して ，研究

結果か ら 「生 身 の 人 間 の イ メージが わ か な い （大 野，

1992）」とい う問題 も指摘さ れ て い る 。 もし，
こ れ まで

の 自己嫌悪感研究が意味あるもの で あ れ ば，青年理 解

を深 め る知見が得られ ， どんな青年が自己嫌悪感を感

じ て い る の か と い う問い に も答えられ る はず で ある。

　自己嫌悪感 は ，
い うまで もな く否 定的な感「胃の 中に

含まれ る 。 そ の 中で も自信 の な さ ， 劣等感な ど と と も

に ，自信 が な い こ と に伴う感情 と分類 され て い る （落

合・佐藤，1995）。 む ろ ん ， 「自ら の 生命を断つ 方向 に 自分

を駆 り立 て て い くよ う な 自己嫌悪 飫 野，1978 ）．」もあ る。

し か し ， 自己嫌悪 は あ る程度苦痛 で あ る が ， 徹底し た

容赦な い 嫌悪 を感 じて い る とは限 らない 。 「他者を嫌悪

す るよ うな 具合 に 自己 を嫌悪 す る こ と は 決 し て で きな

い （岸円，1996）」 と され る 。 ま た ， そ の人格形成 に お け

る影響 も，否定的 とす る説ば か りで は な い
。 青 年 の 自

己確立 に 貢献す る 自己嫌悪 の し か た が あ る とい う 見解

もあ る （荻野，1978）。高齢者 に む けて の 人問学 を論ずる

三 島（1995 ）も， 自己嫌悪 を感ず る こ と は 人間発達 に と っ
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て 自然 な こ とで ある と説 い て い る 。 国外で も， 同性愛

女性が心 の 平穏 に 至 る発 達 に つ い て検討 し た Deevey

＆ Wali （1992）の 次 の 指摘が あ る。「白己 嫌悪 は，自己

肯定を妨害す る が ， そ の
一

方 で 自己嫌悪 は自己破壊 を

止 め て くれ る。そ れ ゆ え，奇妙な 護い 方だが ， 自己嫌

悪 は 生存の た め に極め て 重要 で あ る」。
こ う し て み る

と ， 水間 （1996a ）の指摘す る ように ， 「自己嫌悪感 に は

否定 的 な 側面 だ け で は と ら え ら れ な い 複雑 な様相 が あ

る」 とい う見方が成 り立 つ 。

　実 は こ の よ うな 議論 は，肯定的な感情 に も あて は ま

る 。 肯定的 と見な さ れ る感情で も， 「司時 に 否定的 な側

面 を指摘さ れ る場合が少な くな い
。 た と えば ，

こ れ ま

で の 自己嫌悪感研 究 で 関連 を検討 さ れ て き た 自尊 心

（佐藤，1996） と自愛 心 （佐藤，1998）に つ い て は．以下の よ

うで ある 。

　 自尊心 に も肯定 ・否定両面が あ る こ と は
， 数多 くな

され て い るセ ル フ
・

エ ス テ ィ
ーム の研究か ら知 る こ と

が で き る。 と くに セ ル フ ・エ ス テ ィ
ーム に 関す る近年

の研究で は ， 単に セ ル フ ・エ ス テ ィ
ーム 得点 の 高低を

論議す る の で は な く，そ の 意味を吟味しようとい う動

き が 活発 で あ る。自己 を肯定し な い （セ ル 7 ・エ ス テ ィー

ム項 目に，あ て は ま らな い と回 答 す る）者 の 中に ， 「現状不満

足 を源泉 と した 向上心」 の 存在を指摘す る研究 （田 中，

1999）や ， 量 的な変化だ けで はな く，質的 な 差異 の 発達

を検討す る研究 （前川，2 oo）が現 れ て い る。　 Mruk 〔1999）

も，セ ル フ ・エ ス テ ィ
ーム と防衛 との 関連 に 着 目し，

はじめ か ら自分 の セ ル フ
・エ ス テ ィ

ーム を低 く設定す

83 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

348 教 育 心 理 学 研 究 第 49 巻 第 3 弓
’

る とい う防衛 と， 根拠な し に 自分 を高 く評価す る と い

う防衛 を指摘す る 。 と くに 後者の 場合は，高 セ ル フ ・

エ ス テ ィ
ーム 者 と区別 し が た い 。Branden （1992 手塚訳，

1994） が指摘す る 「うわ べ だ け は 自信満々 に 見 え るの

に ，心 の 深 い とこ ろで は ひ ど く不満 を感 じた り」して

い る 人 々 で あ る 。

　 自愛心 に つ い て も，同様 で あ る。自愛心 と は，自尊

心 と の 対比 （作 田，ユ988）を意 識し た表現 で あ る が，従来

よ りナル シ シ ズ ム あ る い は 自愛 （心）に 関す る論究 の多

くは ， か ねが ね肯定 ・否定両面 に つ い て 言及 し て い る

の で あ る （細 井，2（）0 ）。

　 自尊心 と自愛心 は ， どち らも自己 に 対す る 評価 と 密

接 な関連が あ り ， 他者か ら の 否定的 な評価 に よ っ て傷

つ き や す い とい う共通点が ある。また ， 高すぎ る 自尊

心や 自愛心 の 場 合 は，自己 を肯定す る傾向が 強 い とい

う よ りも， 内心 自己を否定的に見 て い る こ との 防衛 の

表れ と考 え る こ と もで き る （Hunney，19・tJ「 我妻 ・佐々 木訳，

1981 ）。 し た が っ て ，自己嫌悪感 と の 関連 を考え る と，

自己 を肯定 す る こ れ らの感情 と対極的な関係 に あ る こ

とも予想 され る が ， 裏表の 関係に ある こ と も十分考 え

られ る 。

　青年期の感情は，西平 （199〔｝）や返 田 （1996）が指摘す

る よ うに ，自己否定的 な 感情 と自己 肯定的 な 感情 が 互

い に連動 し， ダ イ ナ ミ ッ ク に 影響しあう。こ の よ うな

感情の表れ方 に は，青年が 自分 の 中 に 欠乏 や 不 足を感

じ，そ れ を 埋 め よ う と す る要求の 強さ （va田，　1970 ）が 影

響 し て い る。その ような要求の強さ が 自己 に 過剰な期

待 をか け ， 時に は非現実的 な ま で の 高 い 理想 を自己 に

求め て し ま う。 か くあるべ きだ とい う理想 を持ち続 け

る こ とが ，自分 な らそ うで きる は ずだ と い う思 い こみ

に い つ しか 変わ り， 卑小な 自己 が本人 の 内的 な世界 で

は尊大 な自己 へ と姿を変え て い くこ と もある。しか し ，

現実世界の 中で は，望ん だ よ うな結果 を出せ る こ と は

む し ろ少な く，そ の 時 の 失望感や挫折感は 反動で大 き

くなる。青年 は自分 に 期待す る と こ ろ が 大き い だ け に ，

それ が満 た さ れ な い と き の 失望 も ま た 大 き い （詫 摩，

1973）の で あ る 。 そ し て ， 失望 の 大 きさを乗 り越 え る た

め に ， 次へ の 期待や 願望 を さ らに 高 く し ， そ の結果 ま

た さ ら に 失望 を 味 わ う と い う悪循環 （山下，1975）に は ま

る場合 もある。山
’
下 （1975）は ， 現実 に可能な 自分 と い

うもの を拒否 して ， 現実 に 不 可能な こ う あ りた い と思

う自分 を追 い 求め る とい う自己 の あ り方を，青年が お

ち い りや す い あや ま ち だ と述べ て い る。

　自分 は こ う あ りた い と い う理 想 や 期待 を自分 に 向け ，

自分な らで き る とい う白信 を もつ こ と は ， 自己 に対し

て 肯定的な感情 を抱 い て い る とい う こ と で ，望 ましい

こ と に 見 え る 。 しか し ， そ れ が 強 い ため に ， 否定的な

自己感情を味わ わ さ れ る機会が 多 くな りが ちで あ る こ

ともまた ，青年期 の 場合 に は 予想 さ れ る の で あ る。し

た が っ て ， どんな青年が 自己嫌悪感 を感 じて い るの か

と い う問 い に対 して ， 肯定的な感情 と の 関連か ら検討

を試み る こ と は有効だ と考え ら れ る。

　 そ こ で本研究で は，以上 に 述 べ た ような考 えに基づ

き，自己嫌悪感 と い う否定 的な感情を肯定的 な 感情 と

の 関連 か ら分析す る研究を設定 した 。 すなわち ， まず

自己肯定の あ りよ うを包括的 に とらえて 自己肯定の要

素 を抽出し，そ れ ら と 自己嫌悪感 との 関連を調 べ る こ

と で，自己嫌悪感 を感 じて い る青年の 特徴を明 らか に

す る。そ して ， 自己嫌悪感を よ り多 く感 じて い る 青年

の 特徴を ， 自己 肯定 の 状態 か ら描写す る こ とが 目的で

あ る 。

　 な お，セ ル フ ・エ ス テ ィ
ーム 概念 と ナ ル シ シ ズ ム 概

念 の 混同が指摘 され て お り ， 良い ナ ル シ シ ズ ム と悪 い

ナル シ シ ズ ム の 違 い を セ ル フ
・

エ ス テ ィ
ー

ム で説明 す

る と い っ た 場合 さ え あ る （Pulver，1970）。 確か に ， 自尊

心 を構造 的 に 分析した結果 （佐 Wt，　1996 ；20e1） と 自愛心

を構造 的 に 分析 した 結果 （佐藤，1998 ）を見る と
， 両者に

重複 し て い る と考え ら れ る要素 が い くっ か 見 られ る 。

自己肯定 と い う観点 か ら見 れば ， 両者が重複す る要素

を共有 し て い る こ と は ， 論理的に も納得で きる こ とで

あ る 。 したが っ て ， 各要素を分離して い くよりも統合

して い く方が ， 自己肯定的な感情を包括 的 に と ら え ら

れ る で あ ろ う。そ こ で 本研究 で は ， 自己肯定の要素の

抽出に あた っ て は ， 自尊心 （佐藤 2001 ＞ と自愛心 （佐 藤，

1998） の 因子分析結果 （Appendix1 及び 2 参照 の こ と） を利

用す る こ と に し た 。

方 法

　今回分析に 用 い た原データ は，自尊心 48項 目，自愛

心 56項 目 ， 自己 嫌悪 感49項 目 か ら な る質問紙調査 に

よ っ て得 ら れ て い る。自尊心項 目は ， 自尊心の 内容を

8 グ ル
ープ に 分類 し，それ に 基 づ い て構成 さ れ た 56項

目が すで に あ る 佐 藤，1996）。 しか し ， 因子 分析結果 か

ら は，項 目内容 の グル ーピ ン グ に 基 づ い て作成さ れた

各項 目の 表現が十分 で は な い と考え ら れ た。そ こ で 今

回 ， 項目表現の み全面的に 修正 し，項 目数 も減 らして ，

自尊心 48項 目に改訂 し て使用す る こ とに した 。 また ，

自愛心 56項 目 は佐藤 （エ99S） で 作成 さ れ た もの で あ り，

8分類 さ れ た 自愛心 の 内容 に 基 づ い て構成さ れ て い る 。

自己嫌悪感 49項 目 に つ い て は ， 自己嫌悪感 の 内容を 7
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分類 し て構成さ れ た 49項目 （佐藤 1994）を ， 語尾表現 を

若干改 め て 用 い た 。 実際 の 項 目文 は ， 「な ま け て い る 自

分 が い やだ と感 じ て い る」，「思 っ た と お りの こ と を言

えない 自分が い やだ と感 じて い る」 な ど で あ っ た。

　回答は す べ て ， 「た い て い そうで ある  ／ と き ど き そ

うで あ る ｛4）／た ま に は そ うで あ る （3｝／あ まりそうで は

ない   ／ほ とん ど そ うで は な い （0」を選択肢の 表現 と

す る 5 件法 で 求 め ，
カ ッ コ 内 に 記 した 得点 が 付与 さ れ

た 。

　調査 の 対象者は ， 大学生男子 271名 ， 大学生女 子 237

名 ， 看護専門学校生女子 27名の 計535名で あっ た 。 年齢

は 18才以上 24才以下 ， 平均 （SD ）20 ．02 〔1．21）才で あ っ

た 。 調査時期は 1998年 1月
一 2 月。 な お

，
こ れ ら535名

の データ は，佐藤（1998）に お い て分析さ れた547名の う

ち の
，
24才以下 の 学 生 の デ ータ で あ る 。

　今回 の研 究 は， 自尊心48項 目の
一

次因子分析 7因子

解 （佐藤，2001 ）， 自愛心 の
一一

次因子分析 7因子解 （佐藤 J

l998）か ら そ れ ぞ れ標準因子得点を算出し ， ま ず自己肯

定 の 要素 を抽出した 。 そ し て ， 自己 嫌悪感の 二 次因子

分析 2因子解 （佐藤，1998）か らも同様 に 自己嫌悪感の 二

次因子 の標準因子得点を算出した 。 そして 両者の関連

を分析 し た。分析 に 用い た 統計 パ ッ ケ ージ は ， Win−

dows 版 SAS シ ス テム リリ
ー

ス 6．12で あ っ た 。

結果 と考察

TABLE　1　 自尊心 と 自愛心 の 14標準因子得点に関す る

　　　　因子 パ ターン 行列 （Equamax 回転後 ）

FI 　 　 FII 　 FIIIh ：

SL4 自己 陶酔

SZ1 自己尊大

SL2 万能感

SZ5プ ライ ド

SL5完全主義

SL6 自己 中心

SL7自己擁護
．

SZ3自主 自立

EL3 自己 尊重

SZ7品位 の維持

SZ6 独立 自尊

SZ2自己信頼

SZ4自己 受 容

SL1満足感

0873652528704187776531100510　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

71827615064367023340288665

羣

0

9097308842739114201013200488　

　

　

　

　

　
一
　

　

　

．
　一

8123718924223668866318744786

因 子 寄与

　 （％〕

3．52　　 3，09　　 2 ．17　　 8 ．78
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1 ．自己肯定の 要素 と自己嫌悪感の 関連

　 a ．自己肯定の要素の 抽出　 まず，自尊心の 7因子

と自愛心 の 7因子 の両者 を合わ せ た 14個 の 標 準因子得

点に対 し て ， 因子分析を行っ た 。 535名分の 14個 の標準

因子 得点を データ行列 と し て ， 重 み づ け を し な い 最小

自乗法 に より初期解を求 め，固有値 の 推移を見 て 因子

数 6か ら順次因子数 を減 らし，Equamax 回転後 の 3

因 子 解を最適解 と し た。こ の と き ，男女別 の 分析 を行 っ

て も ， 同様の 3 因子解が 得 られ る 。 TABLE 　1 の 因子 パ

タ
ー

ン 行列 に 示 さ れ る よ う に ，得ら れ た 3 因子 す べ て

が
， 自尊心 の 因子 と 自愛心 の 因子 の 両 方 か ら 高 い 負荷

を得て い た。

　抽出さ れ た 因 子 1 に は ， 『SL4 自己陶酔』， 『SZI 自

己尊大」， 『SL2 万能感』， 「SZ5 プ ラ イ ド』， 『SL5 完全

主義』 な ど が 高い 負荷量 を示 し た （SL4の ように SL で 始

ま る略称 は，自愛心 項 目 の 因 子 分 析 に お け る 因子 で あ り，第 4 因

子 で あ っ た こ とを表 す 。 同様に SZ1 の よ うに SZ で始 ま る略称 は，

自尊心項 目の 因子分 析に お け る 因子で あ り，第 1因 子 で あ っ た こ

とを表 す ）
。 自己陶酔的 に 高揚 した 高 い 評価を自己 に 与

え ， 他者に対 し て も尊大で ある と い う内容か ら ， 誕 自

（因子負荷量 と共通性 に つ い て は小 数点省略 ）

己愛的に高揚 した 高 い 評価や 期待に基づ く自己肯定

（私 は す ば ら しい ）』 と解釈 した。

　因子 IIに 高 い 負荷量 を示 した の は ， 1
‘
SZ3 自主 自

立』，『SL3 自己尊重』， 『SZ7 品位の維持A， 『SZ6 独立

自尊』などで あ り， 自尊心 の 因子 が 多 く含 まれ て い た 。

自己 を尊重 し自分 らしさを重視 して，自分 に 従 っ て 生

き る 自分 を肯定す る と い う内容で あ り ，
こ れ は 『II自

律 的な生 き方へ の 敬意 と自負 に 基 づ く自己肯定 （私 は 私

ら し く生 きて い る）』 と解釈 された。

　因子 IIIは ， 『SZ4 自己受容』， 『SL1 満足感』 と い う

自尊心 に お い て も自愛心 に お い て も主要 な構成要素 と

は な ら な か っ た も の （佐藤，2  Ol）が 高 い 負荷量 を 示 し

た。自尊心や 自愛 心 とはやや異 なる側面 か らの 自己肯

定 を抽 出した もの と考 え られ ， 『Ill自己受容的な納得や

満足 に基づ く自己肯定 （私 は こ れ で よ い ）」 と解釈 し た 。

　今回得 られ た 3 因子 は ， Rosenberg （1965） に代表 さ

れ る セ ル フ ・エ ス テ ィ
ーム の 概念と重 な る と こ ろ が 少

な くな い
。 セ ル フ ・エ ス テ ィ

ーム は 自己 に対す る肯定

的あ る い は否定的態度 （Rosenberg ．　tg65） と言わ れ る の

だ が，「自尊心 （self・respect ），自己 受容 （self．acceptance ）

な どを含 め」た 自分 自身 に つ い て の 感 じ方 樋 藤 1992）

で あ る と さ れ て い る。っ ま り，実質的 に は 自己 肯定 を

表す包括的な概念と考え る こ とが で き る 。 そ れ ゆ え ，

Rosenberg 自身 も ， セ ル フ ・エ ス テ ィ
ーム に は

“
very

good
”

と
“

good　enough
”

と い う 2 つ の 異 な る 意味 が

存在す る こ と を述 べ て い る 。

　 こ の よ うな考 え に 照 らして 考 えれば，今 同得 られた

「III自己受容的な 納得や 満足 に 基 づ く自己肯定』 は

“
good 　enough

”
に近 い と考え られ る が ，

　 Rosenberg が
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こ の概念 に込 め た よ うな広範な意味 あい を含 ん で い る

わ け で は な い
。 『1 自己 愛 的 に 高揚 した 高い 評価や期待

に 基 づ く自己
’
旨定』は

」‘
very 　good

”
に近 い よ うに も思

われ るが ，
い わ ゆ る自己愛的な意味あ い が色濃 く含ま

れ て い る点で 異な っ て い る。 また，本研究 の 分析で は ，

この 2 つ の ほ か に，『II自律的 な生 き方 へ の敬意 と自負

に 基づ く自己肯定』 が 抽 出 さ れ て い る 。
こ れ は ， 自分

を尊重 し， 重視 し て 生 き て い る こ と に 価値 を認 め て，

その ような 自分 を肯定す る とい う こ と で あ る。

　 こ の よ う に
， 大学生 を対象と した結果か ら は ， 自己

愛 的 に高揚 した 自己肯定 ， 受容的な 自己肯定，自尊的

な自己肯定 とい う 3 つ の 次 元 が 見 出 さ れ た 。以 降 の 分

析に お い て は，これ ら 自己肯定 の 3次元 を用 い て ， 自

己嫌悪感 との 関連を分析 して い くこ とに す る 。

　 b ．自己肯定 と自己嫌悪感の関連　自己肯定 の 3次

元 を用 い て ， 自己嫌悪感 との 関連を検討す る。そ の た

め に ， 自己嫌悪感 の 2 っ の 二 次因子 （佐藤，⊥998）をそ れ

ぞれ目的変数 とし， 自己肯 定 の 3次元 を説明変数 とす

るス テ ッ プ ワ イズ方式 の 重 回帰分析を行 っ た。自己嫌

悪感 の 二 次因子 は ， ま ず 「対他的 な 自己 嫌悪感』が あ

る。 他者 と の 関係 に 関連 して 感 じられ る 自己嫌悪感で

あ り，人 に か か わ る 自信 に 欠 け て い て ， 思 う よ う に 振

る舞えな い 弱 い 自分が い や だ と感 じ る こ とで あ る。項

目例で 示 す と，「思 っ た とお りの こ と を言 えな い 自分 が

い や だ と感 じ て い る 」，「ま わ りの 人 と うち と け る こ と

が で きな い 自分が い やだ と感 じて い る 」， 「人か ら の評

価を意識 しすぎ る 自分が い や だ と感 じて い る」な ど を

あげる こ とが で き る。もうひ と つ は 『対 自的な 自己嫌

悪感』 で あ り，自己 の あ り方 に 関連 して 感 じられ る 。

自分 に 課 し て い る 課題 を思 い 通 り に 達成 で き な い 情け

な い 自分が い や だ と感 じ る こ とで ある 。 項 目例で 示す

β ＝．20料i

と ， 「な ま け て い る 自分が い や だ と感 じて い る」，「自分

で決め た こ と をや らず に い る自分が い やだ と感じて い

る」な ど をあげる こ とが で きる。

　「対他的 な 自己嫌悪感』を 目的変数 と した 重 回帰分析

で は ， 有意水準 5 ％で ， 自己肯定 の 3次元す べ て が選

出さ れ た 。決定係tW　R2＝0，30 （F 〔3．531）≧76．24，　P〈．OO1）

及 び 3 つ の 標準偏回帰係数が す べ て有意で あっ た （ス

テ ッ プ順 に，「III自己 受容的 な 納得や 満 足 に 基づ く自己肯定 』：t＝

−13．88，pく．GO1 ；1
’
1 自己愛的 に 高揚 した 高い 評価 や期 待 に基 づ く

自己肯 定 1： t＝5．48，p く．001 ；「II自律的な 生 き方 へ の 敬意 と 自負

に基 づ く自己肯定」： t一一2．76，iJ〈．  1，すべ て 4 ＝53DQ

　同様 に 『対 自的な自己嫌悪感』 を 目的変数と する と，

3 次元 の うち 2次元の み が選出さ れ た。決定係ta　R2＝

0．26 （F （2，532）＝9L16，P＜，001＞及 び 2 つ の 標準偏 回帰係数

が 有意 で あ っ た （ス テ ッ プ 順 に，）
’
III自己受 容的 な納得 や満足

に 基 づ く 自己 肯定 』： t＝−12．88，pく．OOI ；『工臼己愛 的に 高揚 した

高 い 評価 や 期待 に 基づ く自己肯定』 ： t＝・1．・18，p〈、OOI，ど ち ら も

げπ532）。 これ ら 2 つ の 分析結果 を合わ せ て 図示 した も

の が FIGURE　1 で あ る。

　 ど ち らの 自己嫌悪感に つ い て も ， ほ ぼ同じ結果 が 出

て お り， 自分の こ と を自己愛的 に 高 く評価 し，高水準

の 期待 や 理 想 を 自分 に 寄 せ て い る 場合 に は ， 自己嫌悪

感 が より多 く感 じられ る。逆 に ， 今の 自分に納得し ，

満足 して い る場 合に は ， 自己嫌悪感を感じる こ と は少

な くな る 。 私は こ れ で よ い と思え る場 合に は，当然 の

こ と な が ら自己嫌悪感を感 じる こ とは少な い の だが ，

他 の 人 た ち よ り私 は すば らしい の だ と思 っ て い る場合

に は， むし ろ その 気持ち が あ る が た め に ， 自己嫌悪感

を感 じる こ とが多 くな っ て し ま う とい う こ とで あ る。

　ま た ， 自分 の や り方 に 従 っ て 生 き て い る と い う自負

が あ る場合 に は，人 の 反応 を気 に した り ， 他者の存在

β；．18
’”

　 　 　 　 　 　 　 　 、

　 　 　 　 　 　 　 　 、

　 　 　 　 　 　 　 　 　 、

FIGURE 　l

β；
一．10”

対 自的な自己 嫌悪感

R2 ＝O．26s
枇

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 涯 ： 2 つ の 分 析結果 を合わ せ て 図 示 した

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
＊窄’

P く．〔｝Ol，　　
s＊
P 〈．Ol

自己嫌悪感 に対 す る 自己肯定 3 次元 か らの 重 回帰分析結果
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を意識 して 行動 した り とい う こ と が少 ない の で ，対他

的 な 自己 嫌悪感 は あ まり感じ ら れ な い と い う こ と も示

さ れ た 。

2 ．自己嫌悪感得点が高 くなる 自己肯定の あ り方の 検

　討

　 a ．自己肯定 の 3次 元 か ら構成 され た 8 パ タ
ー

ン

こ こ で は ， 自己嫌悪感 を感 じる こ とが 多い 青年を見出

す た め の 検討を行 っ た 。 重回帰分析の 結果 ， 『III自己 受

容的 な納得や満足 に 基 づ く自己肯定」， 『1 自己愛的 に

高揚 した高い 評価や 期待 に 基 づ く自己 肯冠 の 2 つ は，

対他的自己嫌悪感 と対 自的自己嫌悪感の 両 方との 関連

が確認 され た 。 また ， 「II自律 的な生 き方へ の敬意 と自

負 に 基 づ く自己肯定』は ， 対他的自己嫌悪感 と の み で

は あ っ たが ， 関連 が確認 で き た 。 そ こで まずこれ ら 3

次元 の標準因 子 得 点を正負で 2 群 に 分け，次 に それ ら

を組 み合わ せ て ， 自己肯定の あ り方を 8パ タ
ー

ン に 分

類 した。

　『1 自己愛的 に 高揚 し た高 い 評価や期待 に 基 づ く自

己肯定』の標準因子得点 を正負 で 二 分割 した 場合， 得

点 が 正 の 場合を 「高揚的評価
一

高」，負の 場合 を 「高揚

的評価
一

低」と した 。 同様 に ， 「II自律 的な生 き 方 へ の

敬意 と自負 に 基 づ く自己肯定2 は，得点が正 の場 合を

「自尊 一高」， 負の 場合を 「自尊
一．

低」 と し ， ml自己受

容的な納得や満足に 基づ く自己肯定』に つ い て も ， 得

点が 正 の 場合 を 「受容
．一高」， 負の 場合 を 「受容

一
低 」

と した。

　例を示す と， 3次元 の 得点 が す べ て 正 の 得点で あ っ

た 人 の場合は ， 「高揚的評価
一

高・自尊一高・受容一一高」

とい うパ タ
ー

ン で表さ れ る こ と に な る 。

　 こ の よ う に 構 成し た 自己肯定 の 8パ ターン の 中で ，

最も高 い 自己嫌悪感得点 を示 し た の は，対他的自己 嫌

悪感で は 「高揚的評価
一一
高 ・自尊

一
低 。受容

一
低」 と

い う パ ター
ン の 人 た ち で あ っ た 伴 均 得 点 050！80 ＝

o．67）。対 自的自己嫌 悪感で は 「高揚的評価
一

高 ・自尊
一

高・受容
一

低」 とい うパ タ ー
ン の人た ち で あ っ た （平

均得点 0．43〆SD ＝O．93）。

　 b ．2次元 か ら構成する 自己肯定の 4 パ タ
ー

ン 　 3

次元 か ら構成 した 8 パ タ
ー

ン は ， 自己 肯定の 3 次元 す

べ て を活か したパ タ
ー

ン 構成 で はあ るが，結果 が煩雑

に な る こ とと， 各 パ ターン の 構成人数 が 小 さ くな る と

い う 問題 が 生 じ る。そ こ で ， 3 次元 の うち ， 2 次元 ず

つ を組み合わ せ た 3種類の 4 パ ターン 構成 に つ い て も

検討 し て お くこ と に し た 。

　 ま ず第 1 の 組 み 合 わ せ と し て ， 「1 自己愛的 に 高揚 し

た高 い 評価 や 期待 に 基 づ く自己肯定』と 『III自己受容

的な納得や 満足に 基 づ く自己肯定』 の 標準因 子得点の

正負を組み合わ せ て 4パ ターン を構成 した。こ の 2 つ

の 次元 を選択す る こ と が，重 回帰分析の結果 か ら は最

も自己嫌悪感 との 関連 が 強 くなる と思 わ れ た 。 構成さ

れ た 4パ タ ーン は ， 「高揚的評価
．．一

高
・
受容

一．高」「高

揚的評価
一高・

受容一．．．低」「高揚的評価　低 ・受容
一

高」

「高揚的評価
．．一低 ・受容一低」で あ る 。 最 も高い 自d

嫌悪感得点 を示 した の は ， 「高揚的評 価 ．高・受容
一

低」

と い うパ ター
ン の人た ち で あ っ た 樹 他的 自 Lユ嫌 悪 感で は

平 均 得 点 0．5　vsD ＝0．78，対 自的 自己 嫌 惡感 で は
’1’均 得点 0．49，〆

SI）＝〔1．83＞
。

　第 2の組み合わせ と して ，『II自律的な 生 き方へ の敬

意 と自負に 基づ く自己肯定』 と 「m 自己受 容的な納得

や満足 に 基 づ く自己肯定』の標準困了得点の iE負を組

み 合 わせ て 4 パ タ
ー

ン を構成した e そ の 結果 ， 最 も高

い 自己嫌悪感得点 を示 した の は
， 対他的 白己 嫌悪感で

は 「自尊一低 ・受容
一

低」 とい うパ タ
ー

ン の 人 た ちで

あ っ た （平均得点 U、39〆SI」二 〇、80）。 対 自的自己嫌悪感 で は

「自尊
．．一
高 ・受容

一
低 」 とい うパ タ

ー
ン の 人 た ち で あっ

た （平均得点 （M 〔｝！SD ＝O．92）。

　第 3 の 組み合わ せ と し て ， 「1 自己愛的 に 高揚 した高

い 評価 や期待 に 基づ く自己肯定』と 「II自律的な生 き

方 へ の 敬意 と自負 に 基 づ く自己肯定』 との 標準因子得

点の 正負を組 み 合わ せ て 4 パ ターン を構成 した 。最 も

高 い 自d 嫌悪感得点を示 したの は ， 「高揚的評価
一

高 ・

自尊
一．
低 」 と い うパ ター

ン の 人 た ち で あ っ た （対 他的 自

己嫌 悪感で は平 均得点  ．21／SD
『0．81，対 自的 自己嫌悪 感 で は平

均得 点 O、05／SDr   ．94）Q

　 c ．自己嫌悪感 との 関連を分析する視座の設定　 こ

こ まで の 分析結果 を見 る と，自己嫌悪感の 得点が最 も

高 くな る パ タ ーン は ，
2 ．a ．で 分析 した 自己肯定 の 8

パ ターン の 中に で は な く， 2 ．b．で 分 析した第 1 の 組

み合わ せ の 4パ ター
ン の中に あ る こ とが わ か っ た 。 そ

こ で
， 自己嫌悪感 を高 め る 自己肯定 の あ り方 を分 析 し

て い く上 で は ， 『1 自己愛的 に 高揚 した 高 い 評価や 期待

に 基 づ く自己 肯定』と 『IH自己受容的 な納得 や 満足 に

基 づ く自己肯定』を組み合わ せ た 4パ タ ーン を用 い る

の が効 率的で あ る と考え られ た 。そ こ で これ 以降は，

こ の 4 パ ターン に 注目した 分析 を行 う こ と に した。

　 こ の 4 パ ターン を人数構成 と共 に ，FIGuRE　2 に 図示

し た 。 高揚的評価一高 ・受容
一

高の 群 は 「（D）す ばらし

い し こ れ で よ い 」， 高揚的評価一低・受容．．一．低の群は 「 

す ばらし くもな い し こ の ま ま で は だ め だ．亅と した 。 高

低 が 混 在 し た残 りの 群 は，高揚的評価 ．・高 ・受容
一
低

の 群 を 「（A）すば らしい けれ ど ま だ た りな い 1 と し，高
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高
揚
的

評 （一）
価

1
低

受容
一

高

　（＋）孤

に 自

基 己

づ 受

（C）す ばら し くは な い

　 もの の こ れ で よ い
昌窩
己 な

（D）すば ら しい し

　 こ れ で よ い

n＝115（M48，F67）
肯納

定得 n ； 134（M83，F5D
や

満

1自己愛 的に 高 揚 した 高い 評価や
足

期待 に基 づ く自己 肯定

〔B）す ば ら し くも ない し   す ば ら しい けれ ど
こ の まま で は だめ だ まだ た りない

n＝152（M68，F84） n＝丁34（M72、F62）

　 （一）
受容一

低

　 高

　 揚

　 的

（＋）評

　 価

　 ⊥
　 咼

FIGURE　2　 2 つ の 標 準因子得点 か ら構成 さ れ た 自己

　　　　 肯定 の 4 パ タ ーン

揚的評価一低 ・
受容一高 の 群 を 「（C）すば らしくは な い

もの の こ れ で よ い 」 と した。

3 ．自己肯定 の 4 パ ターン 別に み た 自己嫌悪感の 特徴

　 a ．4パ ターン別の 重回帰分析結果 に見 られた特徴

『1 自己愛的 に 高揚 した高 い 評価や期待に基づ く自己

肯定』 と 『III自己受容的な納得や満足に基づ く自己肯

定』を組み 合 わせ た 4パ ター
ン 別 に ，自己嫌悪 感と自

己肯定の 間の 重 回帰分析 を行 っ た。

　そ の結果 ， 全体の 結果 に
一

致 して い た の は，「  すば

らしい けれ どまだた り な い 」 と感 じ て い る 青年 の 結果

で あ っ た 。 全体で の結果 （FIGuREl ）以上 に ， 『II自律的

な生 き方 へ の 敬意 と自負 に 基づ く自己肯定』
’
と対他的

自己嫌悪感 の 間 に 強 い 関連 が 見 られ た 。
こ の と き〜 決

定係数 R2＝0．12 （F （3，130）＝5．81，pく、00D 及び 3 つ の標準

偏 回帰係数 は す べ て有意 で あ っ た （ス テ ッ プ順 に，　MII自己

受 容的 な納 得や 満足 に 基 づ く自己 肯定』： β
＝一．34，’己一2．84，p〈

．Ol ；rll自律 的な生 き 方 へ の 敬 意 と 自負に 基 づ く自己肯定 1：β＝

一．18，’萍．．2．37，pく．05 ；n 自己 愛 的 に 高揚 した 高い 評価 や期待に

基 づ く自己 肯定』： β
＝．25，t； 2．30，　p〈．05す べ て ガ 謌 30）。っ

まり， こ の（A）の 青年た ち の 対他的自己嫌悪感 で 見 る と，

自分の 生 き方へ の 自負 に 基 づ い た 自己肯定を得 られ ず

に い る場合 に ，自己嫌悪感 が 多 く感 じられ て い る 。 な

お ，対 自的 自己嫌 悪 感 の 結果 は ， 決 定係 tw　R2 ＝ 0．11

（F （2，131）＝7．87，pく，001）及び 2 つ の 標準偏回帰係数が有

意 で あ っ た （ス テ ッ プ 順 に ，FIII自己受容的 な納 得や 満足 に基 づ

く自己 肯定．1 ：β
＝一．36，t＝−2．82，　p〈．01 ； 『1 自己 愛的 に 高揚 した

高 い 評 価や 期待 に 基 づ く自己肯定 」；β＝．32，’＝2，71，p〈．Ol；い ず

れ も df ＝131）o

　 こ の よ う に
， 「  すば らしい け れ ど ま だ た りない 」と

感 じ て い る青年 で は， 『ll自律的な生 き方へ の 敬意 と 自

負に 基 づ く自己肯定』が 低 い こ とが ，対 自的 な自己嫌

悪感を感 じ る こ とに関連 して い た。

　 と こ ろ が ，逆 に 『II自律的 な生 き方へ の 敬意 と自負

に 基 づ く自己肯定』が高 い こ とが ， 自己嫌悪感 に 関連

す る場合 もあ っ た 。 「  す ば ら し い し これ で よい 」と感

じて い る青年で は，『II自律的な生 き方 へ の 敬意 と自負

に 基 づ く自己肯定．1 が 対 自的 自己嫌悪感 と正 の 関連を

もつ こ と が 示された。対 自的な自己嫌悪感 に 対す る 重

回帰分析 に お い て ， 決定係数 尺
2

＝ 0．14 （F （2J31）；10．23，

Pく， 01）及び 2 つ の標準偏回帰係数 が有 意 に な っ た （ス

テ ッ プ順 に，　 ［III自己 受 容 的な 納得 や 満足 に 基づ く自己肯 定」

β＝一．62，t＝−4．32，　pく，001 ；『II自律 的 な生 き 方 へ の 敬意 と 自負に

基 づ く自己 肯定』：β
＝．19，t＝2．16，　p〈．05 ；い ずれ も df＝131）。

な お ， 対他的自己嫌悪感 に お い て は
， 『III自己受容的な

納得や 満足に 基 づ く自己肯定』で の み 関連が見 られ た

（決定係数 Ra ＝0．10（F （1，132）＝13．93，　p〈．OOI）：β＝
．．44，　t（132）＝

−3．73，p〈，001）。

　 ともに 自分を高揚的に高 く評価 して い る  とΦ）の 2

群で あ っ た が ，重回帰分析 の 結果 は異な る もの で あ っ

た 。

　 自分 はす ばらしい け れ ど ま だ た りな い とい う（A＞の 青

年 た ち に は ， 生 き方 へ の 自負 に 基 づ い て 自己 を肯定で

き な い こ とが，自己嫌悪感 を感 じさせ る 。 そ し て そ れ

は，対他的な自己嫌悪感 を感 じ さ せ る の で あ る。 こ れ

は
， 彼らの 自信が ， ま だ 確か な安定 した もの に な っ て

い な い こ と を示唆し て い るの か もしれ ない 。

　自己 に 対 す る 納得 や 満足 は で きて い な い の に ， 自分

は人 と比 べ て すばらしい と自己を肯定し て い る青年は，

自分 の 中 で は自信があ る つ も りか も しれ な い が ，そ れ

は 自分を守る た め に無理 に 高めた 自信 の ように 思 わ れ

る 。 成熟 した自己肯定 の あ りよ う，
い わ ゆ る深 い 自信

（西 平，1993〕 とい うもの は ， そ うで は な い で あ ろ う。

　
一

方 ， 安定した 自己肯定の状態に達し て い る と考 え

られ る ， 自分は すば ら し い し こ れ で よい ，と い う  の

青年 た ち に は ， 生 き方 へ の 自負 に 基 づ い て 自己 を肯定

す る こ とが 自己嫌悪感 を感 じさせ る場合が あ る 。 そ し

て そ れ は，対 自的な自己嫌悪感 を 感 じ さ せ る の で あ る 。

こ の （D）の 青年たち に は ， 「1 自己愛的に高揚 した 高い 評

価や期待 に 基 づ く自己肯定』の存在が 自己嫌悪感を感

じさ せ る こ と は な か っ た 。 し か し ， 生 き 方 へ の 自負 に

基 づ い て 自己 を肯定す る こ と が，自己嫌悪感 を感 じさ

せ て し ま うこ と が あ る。
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　森 n （1993 ）は ， 自尊心 と い う面倒な制裁 の 監視 が あ

るか ら こ そ ， 人 は 嘘 をつ い た り，自己弁護 を試み た り

す る こ と を指摘す る 。
つ まり主客 が 転 倒し，自尊心に

縛られ て 自己 が 不 当な目 に合わ さ れ る こ と も起 こ りう

る 。 自尊心 の 高 さの ゆえ に ， 自分に厳 し く当た っ て し

ま うの で あ る。自分 を高 く評価 し，受容 もで きて い る

場合 に お い て は ， 自己 の 信条や生 き方 の ス タイ ル に忠

実で あ ろ う と す る あ ま り， や ろ うとする こ とが 思 い 通

り に 進 まず ， 自己嫌悪感を感 じ さ せ られ る こ とが 生 じ

る よ うで あ る 。

　重 回帰分析結果 に よ れ ば，自己愛的 に 高揚 した 自己

肯定 の 存在 は 自己 嫌悪感を よ り多 く感 じ させ ，受容的

な自己肯定 の 存在 は 自己嫌悪感を感じ る こ とを少 な く

させ て い た 。 しか し， 生 き方へ の 自負に基 づ い て 自己

を肯定す る 自尊的な自己肯定の 場合 は，対 自的な 自己

嫌悪感を よ り多 く感 じ さ せ る場合 と，対他的 な 自己 嫌

悪感 を感 じる こ と を よ り少な く させ る 場合が あ る こ と

が示 さ れた。自尊心 を持つ こ と に よ っ て ， 他者に 対 し

て は 自信を も っ て 接 す る こ とが で き る よ うに な るが ，

その 代 わ り自分 に対 し て は厳し くな る こ とが示唆 され

る 結果 で あ っ た 。

　な お ， （B）と（C）の 青 年 の 結果 を 付 け加え て お く 。 全体

の重回帰分析の結果 との 違 い は，「II自律的な生き方へ

の 敬意 と 自負に 基 づ く 自己肯定』 と対他的 な自己嫌悪

感 との 間の 有意 な関連が 見 られ な くな っ た こ と で あ る。

す なわ ち ， 対他的及 び対 自的自己嫌悪感得点の ど ち ら

に 対 し て も ， 『III自己受容的な納得 や 満足 に 基 づ く自己

肯定』で 負の 関運が見ら れ ， lI 自己愛的 に 高揚 した 高

い 評価や期待 に 基 づ く自己肯定』で 正 の 関連 が見 られ

た の み で あ っ た。

　 b ．4 パ ターン 間での 自己嫌悪感の 高さの比較　最

後 に ，自己肯定 の 4パ ターン 間で ， 自己嫌悪感得点 の 高

さを比較 した 。 まず， 対他的自己嫌悪感で 有意差が み

ら れ た （F （3，531）＝36．87，p〈、001）。自己嫌悪感の 高さ の 順

に 平均値 と SD を示 す 。 「  す ば ら し い け れ ど ま だ た り

な い 」（e．51／SD ＝0．78）， 「（B）す ば らし くもな い し こ の ま ま

で はだめ だ 」（O．21fSD ＝〔〕．92＞，「（D）す ば ら し い し こ れ で よ

い 」（ ，35／SP 二〇．85），「（C）す ば ら し くは な い もの の こ れ

で よ い 」（
−e．46／SD ・・0、88）。さらに 多重比較（Tukey の HSD

法 ；．Use ＝O．74 ；5％水 準） を行 っ た 結果 は，（A＞〉 （B）〉   ＝

（C）とな っ た （群 間 に 有意差 が み られ た 場合 に は 4〈等号 （〉 ）で ，

有意差 の な い こ と は等号 （
一

）を用 い て 表 した ）。

　 対 自的 自己嫌悪感で も有意差が み られ た （F （3，531）＝

36．16，p〈．001）。対他的 自己嫌悪感の場合 と同
一・・

の得点順

と な り ， 「（A）すぼらしい けれ ど まだ た りな い 」（0．49〆．SI）＝

O．83）．「（B）す ば ら し くもな い し こ の ま ま で は だ め だ」

（O．27〆SD − O，86），「（D ）す ば ら し い し こ れ で よ い 」 （
−0．42！

Sρ ＝1．03）， 「  すばら し くは な い も の の こ れ で よ い 」

（
．．O、44〆SDTO ．92） で あ っ た。多重比較 （Tukey の IISD法 ；

A／se − 0．83 ；5％水準 ）を行 っ た 結果 は
， （A｝＝（B）〉 （D ； （C）と

な っ た
2
。

　 こ の よ う に
， 自己 嫌悪感 の 2 つ の得点 の 分析結 果 は，

ほ ぼ 同じで あ っ た。第 1 に ， （D）と〔C）の よ うに IMI 自己

受容的な納得や 満足に 基 づ く自己肯定 」i の 得点が 高い

場合に は， 『1自己愛的 に 高揚 した 高 い 評価や期待 に 基

づ く自己肯定』 の 得点 の 高低に か か わ ら ず ， 自己嫌悪

感得点は 負 に な っ て お り，自己嫌悪感 を感 じる こ とは

少な い 。 第 2 に ， 自己嫌悪感得点が正 の 値 を示 した の

は （A）と（B）の 2群で あり，「III自己受容的 な納得や満足 に

基 づ く自己肯定』が 低 い 場合に は，自己嫌悪感 を感 じ

る こ とが多い 。第 3 に ，
FIGuRE　3 の グ ラ フ に よれ ば ，

自己 嫌悪感 を感じ る こ とが 最も多 い の は，「  す ば ら し

い けれ ど まだ た りな い 」 と感じ て い る青年たち で ある。

最も自己 を肯定 して い な い と考え ら れ る の は 「（B＞すば

ら し くもな い し こ の ままで は だ め だ 」 と感 じて い る青

0．6

　

　

O

自
己

嫌
悪
感

得
点

一
〇．6 ．

〔A）　 　 　　 　 CB）
すばらしい 　　 す ばらしくも

けれど　 　　 　ない し

まだた りない 　 　 この ままで は

　 　 　 　 だ め だ

■ 対他的 自己賺悪 感

□ 対 自的 自己嫌悪感
．

〔D ）　　　　　 〔G）

す ばらしい し　　すば らしくは

これでょい　　　ないもの の

　 　 　 　 これ でよい

FIGURE　3　 自己肯定の 4 パ ターン 別 で 比 較 した 自己

　　　　 嫌悪感得点

2
　 多重比較 を LSD 法や ニ ュー

マ ン ・コ イル ス 法で 行 っ た 場 合

　 に は ，  〉   〉   ＝（C）と な り，対他 的 自己 嫌 悪 感 の 場 合 と同
．’

　 の 結 果 が 得 られ る。
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年 と な る が ， （B）の 青年よ りも  の 青年 の 方 が ， 自己 嫌

悪感 を多 く感 じて い た。つ ま り， ま だ 自分 に 納得 し満

足 し て い な い 青年に 限 っ て言う と ， 自分を高 く評 価 し

自信満々 に も見 え る 青年の 方が，自分 を低 く評価 し自

信 が な さ そ うに見え る青年よ りも，自己嫌悪感 を感 じ

やす い と い う こ とで あ る。

　 自己 評価 の 高 い 青年 と低 い 青年が 自己嫌悪感が 高 い

とい う本研究 の 結果は ， Baisden，　LindstrQm ＆ Hec・

tor （1982）が提示 した ，終わ りの な い 自己嫌悪循環 モ デ

ル の 2 タ イプ と一部似 て い る 。 ひ とつ め の タイ プ は，

高達成者の そ れ で あ り， 彼 らは ， や らな ければ と い う

強迫的な不安 に駆 ら れ て 課題達成 を し て い くの だが ，

達成で き た こ と に は価値が 無 い ように 思 え て し ま い ，

自分 の 評価は い っ こ うに 高 ま らな い
。 も う ひ とつ の タ

イ プ は 低達成者 の それ で あ る 。 彼ら は ， ど うせ 何
一

っ

ま と もに はで きな い と考え る こ と か ら抑 うつ 的 に な り，

意味 の あ る努力を し な い の で
， 低 い 達成に と ど ま り，

自己 の評価は 低 い ままで あ る 。 Baisdenら の モ デ ル は

神経症 的なクライエ ン トを描写す る た め の もの で あ り，

彼 らの 言 う高達成者の そ れ と，本研究 の （A）の 青年の 自

己嫌悪感は い さ さ か 異なる。「（A）す ばら しい けれ ど ま だ

た りな い 」 とい う青 年 は ， 自己 理 解が 未熟 な だ けで ，

熱意 はあ る 。 神経症 的と い うよ りも，理想 主義的な ，

青年 らしい 自己嫌悪感 の 感 じ方 の ように 思 わ れ る 。

　今回 の 結果 は，自己 へ の
’
評価が 低い か ら自己嫌悪感

を感 じ る の で ある，とい う言説は そ れ ほ ど的確で は な

い こ と を示 して い る 。 （B）の 青年た ち の よ うに その 言説

が 適合す る場合 もある が ， （A）の 青年 たちの よう に適合

し な い 場合もある。そして ， CA）の青年た ち の 方が，よ

り 自己 嫌 悪感 を感 じて い る 。   の 青年たち は ， 現実 の

世界 で 客観 的 に 確 か め て い る か は と もか く と して ， 内

心 の 自己 へ の 評価は高 く，そ し て な お 現実 の世界 で は

自己嫌悪感 に さ い な まれ て い る と思 わ れ る 。 自己 へ の

評価が高 い が ゆえ に ， 抱え る 理想 も期待 も高 くなるが ，

実際 に 実現 で き る こ と に は 限 り が あ る。し か し， な ま

じ自分の水準の高さ を 信 じ て い るた め に ， 自分 の限界

を受け 入 れ る こ と は 難 し くな る。自分 の 現在の 限界 を

知 り ， さ ら に 自己 を育 て て い けば ， 現在で き な い こ と

で も将来的 に は可能 に な る か も しれ な い の だ が，その

よ うに 展望 を持 っ て 対処 す る こ と は 青年 の 苦手 とす る

と こ ろ で あ る 。 し た が っ て，限界 を受 け入れ た り， あ

きらめ る こ と を，多 くの 青年は よ しとしな い 。そうで

は な く， 自己 嫌悪感 に 身 を さ い なむ 方 を選 ぶ
。 （A）の 青

年た ち が 感 じて い る ような自己嫌悪感 も， 当人に と っ

て は辛 い 体験 に 違 い な い が ， 端か ら見れ ば己 を知ら な

い が ゆ え に感 じ ら れ る一
人相撲 の 自己嫌悪感 と も言え

る。と こ ろ が ， そ の よ うな青年 に して み れ ば ， 自己嫌

悪感 を感じ て い る こ とで ，自分 は妥協 した りあ き ら め

た りせ ず自分 を信 じて がん ば っ て い る の だ と 自分 を納

得さ せ る こ とが で き る 。 現在の 自分 の 限界 を認 め る こ

と よ りは ， あ き ら め ず に が ん ば り続 け る こ と の方が ，

た と え 自己嫌悪感に 苦 しむ こ とに な っ て も，青年の 理

想主義を守 っ て くれ る の だ と考え ら れ る。

　 しか し， 自己嫌悪感 を心の支え と して 肯定 して い た

の で は ， 自己嫌悪感か ら は抜け られな い し何の気づ き

も起 こ ら な い で あ ろ う。自己嫌悪感が青年の 人格形成

に お い て 意味あ るもの と考え られ て き た の は，自己嫌

悪感が 自己洞察 に つ なが りや す い 感情だ か ら で あ る

（河 合，198ユ；荻野 1979 ；小此 木，1969）。自己嫌悪感が生 じ

る の は ， 自分 の 中に ある受 け入れが た い 何か に 気づ い

て い る た め で あ る。で は あ る が ， そ の 問題 に 近 づ こ う

とす る方向 よ りは ， 拒絶し よ う と す る 方 向が 強 い 感情

で あ る 。 しか しそ れ が 気 に な っ て い る た め に ， 自己 の

感情が そ の 問 題 の 周 囲 か ら離れ る こ と は な い
。 西平

（1973）の 指摘す るように ， 自分で あろ う とす る力 と自分

か ら離れ よ う とす る力が 同時 に 作用 し合う状態で ある

な ら ， 自己嫌悪感が い た た まれな い 気分 をもた らす こ

と は 理 解で き る。そして，自己が 自己 か ら離れ る こ と

は 不可能 で あ る た め ， 解消の た め に は そ の 問題 に 向

か っ て い く とい う方向し か残さ れ て い な い 。向 か っ て

い くとい う方向を意識的 に 選択すれば，異 な る 方向に

作用 し合う状態 は 緩和 され る。その段階に 至 れ ば自分

の 問題を直視 する こ とが容易に な り，そ れ は 自己洞察

を もた らし，新 た な 自己 理 解が 展開 し て い く と考えら

れ る 。 しか し ， そ うなる に は ， 自分 を守 っ た り ， 自分

か ら目を反 ら した り，自分 で あ る こ とか ら逃げ出 し た

りせ ず に ，い や な 自分 の姿 を よ く見 る こ と が 必 要 に

な っ て くる。しか し， 自己愛的に高揚し た 自己評価 に

支 えられ て い る青年 に と っ て
，

そ れ は た やす い こ とで

は な い
。

　最後に これ らの 結果 をもう
一

度 ま と め て お く。  自

己 嫌悪感 は，まず 自分 を受容的に肯定で き るか ど うか

と 関連 が 強 く， 受容的な自己肯定が で き て い な い 場 合

に，自己嫌悪感 を感 じ る こ とが 多 くな る。  受容的 に

自己 を肯定す る こ と も，高 い 自己評価に 基づ い て 自己

を肯定す る こ と もか なわな い 場合 に は ， や は り自己嫌

悪感は多 く感じ られ る。  し か し そ れ 以 上 に 自己 嫌悪

感を多 く感 じ る こ と に な る の は ， 高揚 した 高い 自己評

価 に 基 づ い て 自己を肯定 しな が ら，受容的な 自己肯定

が で き て い な い 場合で あ る 。
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　本研究 に よ れ ぼ， 自己嫌悪感 をより多 く感 じて い る

青年と は
， 自分 は す ば ら し い と高 く評価 して い な が ら，

しか し現在 の 自分 に 満足 で きず ， ま だ こ の ま ま で は た

り な い と思 っ て い る青 年 で ある。
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　The　present　research 　examined 　the　re王ation 　bet、veen 　self・disgust　and 　self−affirmation 　in　university 　stu −

dents，　ill　 order 　to　study 　the　relation 　between　tbe　state 　of　self −affirmation 　 and 　the　level　of　self−disgust，

Urliversity　students （N ＝ 535，　between　18　and 　24　years　old ）、vere 　asked 　to　answer 　a　questionnaire 　composed

of　49　items　cDncerirlg 　self−disgust，48　items　concerning 　seif−esteem ，
　and 　56　items　concerning 　self−lQve．　 The

results 　were 　as 　follows：（1＞self−disgust　correlated 　significantly 　with 　feelings　of 　acceptable 　self・affirmation ．

（2）College　students 　with 　low　self−affirmation ，　 whic 垣 ndudes 　both 　Iow 　self・csteem 　and 　IQw　self・acceptance ，

tended　to　report 　strong 　seif −disgust．（3）However ，　students 　with 　the　strongest 　self・disgust　reported 　both　high

self・esteem 　and 　1（｝w 　self・acceptance ．　In　Qther 　words ，　althGugh 　these　university 　students 　set 　a　h三gh　valuati 〔〕n

on 　themselves，　they　also 　have　high　aspirations 　and ，　dissatisfied　with 　thcmselves，　report 　strong 　self −disgust．

　　　Key 　Words ： self −d｛sgust ，　self−affirmation ，　univers ｛ty　students

一 9．2

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

佐藤　大学生の 自己嫌悪感 を高め る 白己肯定 の あ り方 357

Appendix 　1 自尊心 48項 目に 関す る因子 パ タ ーン 行 列 （Pr。 max 回転後 ）

項 目 FI　 F2　 F3 　 F4 　 F5 　 F6 　 F7　 h2

ZD6 まわ りの人 は み な 自分 よ り落ち る よ う に見え て し ま う

ZD3 自分 は 他 の 人 に 比べ て 優 れ て い る よ うな気 が す る

ZF1 自分 は まわ D の 人 か ら高 く評価され て 当然 だ と思 っ て い る

ZF6 自分 は人 々 の 中心 に い る べ き人間だ と 思 う

ZF5人 は 自分の や D 方を も っ と見習うべ き だ と 思 う

ZFZ 自分 は他の 人 か ら・．一’目お か れ る存在 だ と思 っ て い る

ZF3 われ な が ら自分 はた い した 奴 だ と思 っ て い る

ZDI 自分 は他 の 人 よ りも能力が 高 い と感 じる

ZD4 自分 は普通 の 人 以 上 の 資質 を持 っ てい る と思 え る

ZD5 た い て い の こ と な ら 白分 は人 に 勝 て る よ うに 思 え る

ZD2 自分 に は普 通の 人 が も っ て い な い 何か が あ る気が す る

ZF4私の まわ りの 人 は私 が指 示 を出すの を待 っ て い る

ZH5 トラ ブ ル に あ っ て も，自分 な ら何 と か切 り抜 け られ る気が す る

ZH2 ど ん な 時で も，自分 な ら何 とか で き る と思 え る

ZH1 困難 に ぶ つ か っ て も，自分 は それ を解決 で きる人 間だ と思 う

ZII4難 しい 岡題 で も自分 は何 とか対 処 で き る

ZH6 自分 な ら，た い て い の こ とはやれ ばで きる気が す る

ZII3自分 に は 人 生 を乗 り切 っ て い くだ け の力 が あ る と思 え る

ZA2 自分 ら しい 生 き方 を大事 に して い る

ZC5 自分の 信条 に した が っ て 生 き る つ も りで い る

ZA4人 生の 選 択 で は，自分 の 考 え を尊 重す る

ZAI 自分 の 気持 ち や 考 え を 大切 に して い る

ZC3 自分 ら し くな い 生 き 方 をす る わ け に は い か ない と 思 っ て い る

ZA6 自分 を大切 にす る生 き方 をす る つ も りで い る

ZA3 自分 の価値観 や 感性 を重視 して 物 事 は 決断 す る

ZCI 自分の 信条 を
一

生 貫 い て い くつ も りで い る

ZE2人 か ら何か 言わ れ て も 自分の オξリ シ ーは 守 り続 け る つ もりで い る

ZB1 自分 の 生 き方 に 誇 りを感 じる

ZB4人 の後 を付い て い く よ う な生 き方 は い や だ

ZGI 自分 は 今の ま ま の 自分で よ い と 感 じて い る

ZG3今の 自分の ま ま で成長 して い きた い と思 う

ZG2 自分 の 生活 を変 えな けれ ば，と い う感 じは し な い

ZG・t自分 の 生 き方が 気に 入 っ て い る

ZG5 自分 を否定 した り卑
一
ドす る 気持 ち に は な らな い

ZG6 自分 と い う人 間 の 価値を 自分 で も認め られ る

ZB3 自分 は プ ライ ドが高い と感 じる

ZB6 自分 は 誇 り高い 人 間だ と感 じ る

ZE5 自分 の や り方 につ い て は，人 に 何 も言わ せ な い

ZE6人 に 何 を言 わ れ よ う と 自分の 生 き方 を変 え る つ も りは な い

ZEI人 の こ とばに 振 り回 され るの は ばか ばか しい と思 う

ZE4人の こ とば に
一

喜
一

憂す るの は ば か ば か しい と思 う

ZB5他人 に へ っ らう こ と は嫌い だ

ZE3 自分が した くな い こ と は ，人 に す すめ ら れ て もや らな い

ZB2他人 に こ びを売 る よ う な まね はで き な い

ZC6 自分 の 品位 を 汚す よ うな 行為 は 自分に 許 さ な い

ZC4 自分 の 品性 に 恥 じ な い 生 活 を す るつ も りで い る

ZC2お の れ に恥 じる よ うな行 為 は 自分 に許 さない

ZA5 投 げや りに な っ て 自分 を棄 て る よ う な こ とは 考 え られ な い
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Appendix 　2　自愛 心 56項目 の 因子 パ タ ー
ン 行列 （Promax 回転 後）

項 目 FI　 F2 　 F3 　 F4 　 F5 　 F6 　 F7　　h2
LA2 自分 の 現状 に 満足 して い る

LA4 私 は今の 自分 で 十分 だ と思 っ て い る

LA3 今 の 自分 の 生 活 に納得 して い る

LAI 今 の 自分 で 満 足 だ と感 じ る

LA6 自分 は これ で よ い の だ と感 じ る

LF1現状維 持の ま まで は終 わ Dた くない と思 っ て い る

LH4 私の 秘め られ た 可能 性 は か な り高 い と 思 っ て い る

LH7 自分が やれ ば た い て い の こ と は うま くい くはず だ と信 じ て い る

LH3 私 が 本気 を 出せ ば人 よ りうま くやれ る と信 じ て い る

LH5 自分の 実力 はか な りの 高水準 に あ る と思っ て い る

LH2 私 が そ の気 に な っ て や れ ば何 で もで き る は ず だ と思 っ て い る

LH1 自分の 能力が 他の 人 よ り劣 る は ずが な い と信 じ て い た い

LA5 私は 自分 の こ とを け っ こ うい い や っ だ と思 っ て い る

LH6 私は 実力の 割に は
．
評価 され て い な い 気が す る

LD2 人 と は違 う自分ら し さを 大切 に し よ う と思 っ て い る

LI．〕3自分 の 意 志 や 思 い を大切 に し て い る

LI．）5自分の 生 き 方 に は こ だ わ っ て い きた い

LD1 私 ら し さ は捨 て た くない と思 っ て い る

LD4 建 て 前で は な く自分 の 本 音 に 忠実 に生 き よ う と思 う

LF2 自分 をさ らに 高 め て や りた い と考 え て い る

LA7 限界や欠 点も 含め て ， 自分 の こ とを 受 け入 れ られ る

LD7 向分 の た め に リ ラ ッ ク ス で き る時間 を確保す る よ うに し て い る

LG4人 か ら注 目さ れ て い る の を感 じて い い 気持 ち に な る

LG6 人 か らの 注 目 や 視線 を浴 び て い るっ も りで 行動 して い る

LG3 人 よ り も め だ っ て い な い と気 が す まな い

LG7 人 に 自分の 経験 を語 っ て 聞か せ て い い 気分 に なる

LB5 何度で も鏡 を の ぞ い て 自分の 顔 を見た くな る

LG2 自分 の 努力 や 業績 は少 し色 をつ けて 大 げ さに 吹聴 し て し ま う

LG1 人前 で は 見栄 を張 っ て 自分 を大 き く見せ よ う と して し ま う

LB7 自分 がか わ い くて 抱 き しめ た くな る

LB6 自分 の 廻：界 に 入 っ て うっ と りす る こ とが あ る

LB2 自分 の将 来 に つ い て楽 し く空 想 を め ぐ ら して み る

LF3 完璧 な 自分 で あ りた い と願 っ て い る

LB3 服装や 身だ し な み は い っ もバ ッ チ リ決 め た 自分 で い た い

LF6 私 は 自分 に 対 し て か な り高 い 水 準 を求 めて い る

LF5 白分 に 求 め る 目標や 理想 は か な り高 く設定 して い る

LF7 自分の 理 想 を下 げ る よ う な こ と は で き な い

LF4 自分 は何 で もで きる人で なければ な らない と思 っ て い る

LB4ル ッ クス が ビ シ ッ と決 ま っ て い な い と不機嫌
．
にな る

LG5 人 か ら賞賛 さ れ る よ うな 自分 で あ りた い と願 っ て い る

LBI 性格 や運 命 な ど，自分 に つ い て い ろ い ろ知 りた い

LEI 自分 の た め に は他人 の 事 は二 の 次 に して し ま う

LE6 他人 の 意向を犠牲に して も自分 の 考 え を押 し通 す

LE2 他 入の こ と よ りは 自分 の こ と を優先 して 考 え る

LE5 心の どこ か で 自分 さえ よ けれ ば い い と思 っ て い る

LE7 人の た めに 何か す る よ りは 自分 の た め の 努力 を した い

LE4 　R分勝手 と嘗わ れて も自分 を活か す生 き方 をす る

LE3 私の 損 に な る よ うな こ と は した くない

LC3 自分 を傷 つ ける よ うな現実 か ら は 目をそ む け る

LC4 自分が 不利 な と きに は そ の場か ら逃 げて し ま う

LC5 白分 に 対 す る批判 に は 耳を ふ さ ぎた くな る

LC6 自分 を傷 つ け る もの か ら 自分 を守 ろ う とす る

LC7 自分 の 心 を 守 る た め に 自分 の世 界 に 閉 じ こ もっ て し ま う

LD6 自分 の 体 を大切 に して，い た わ る よ うに して い る

LCI っ い つ い 自分 の こ と を正 当化 し よ う とす る

LC2 自分 の 都合の 良い よ う に 物事．を解釈 す る
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因子 間相関 SL1満足 感
SL2万 能感
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SL5完 全主義
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