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青年期 に お け る対人 恐怖心性 と自己愛傾向の 関連

清 　水　健　司
’

海　塚　敏 　郎
2

　本研究は ， 青 年期 に お け る対人恐怖心性 と自己愛傾 向 との 関連に つ い て検討する こ と を目的 と し た 。

大 学生 336名 を対象 と し て 対 人恐怖心性尺度 と自己愛人格目録の質問紙を施行 した 。分析の結果 ， 対人恐

怖心性 と自己愛傾 向に は有意な負の相関が見 られた。 こ れ は ，
い くつ か の対人恐怖心性 と 自己愛傾 向の

関連 の パ ターン が混在 して い る状態で ある と い う解釈可能性 を示 して い た 。 ま た ， ク ラ ス ター分析 を行 っ

た結果 ， 対 人恐怖心性 と 自己愛傾 向 の パ ター
ン に は 4 つ サ ブ タ イ プ が あ る こ とが 示 さ れ た 。

こ れ らは ，

臨床的 な知 見 を参考に す る と第 1 ク ラ ス タ
ー

は，「純粋 な」対人 恐怖で あ り ， 第 2 ク ラ ス タ
ーは ， 「過敏

型」自己愛人格 で あ り， 第 3 ク ラ ス タ ーは ， 「ふ れ 合 い 恐怖的心性」に 類似 し た もの と推 測 され，第 4 ク

ラ ス タ
ーは ， 「無関心型 」自己愛人格 で ある と それ ぞ れ 解釈さ れ た 。

こ の な か で 第 2 ク ラ ス タ ーと第 4 ク

ラ ス タ ーは，対人恐怖心性が自己愛の 影響 を大 き く受 け て い る こ とが分か り， 自己愛 の 高 ま りが 対人恐

怖心性 を増大さ せ て い る こ とを示 した 。
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　対人恐怖症 は ， 日本 人 に 非常 に 多 く見 ら れ 思春期 ・

青年期 に 特徴的に 見 られ る神経症の
一

種で あ る （永 井，

1994） が ， そ の な か で
一

般学生 を対象 に し た稲浪 ・笠原

（1968）や木村 （1982 ＞の 調査 に お い て も，多 くの 学生 が

対人 恐怖的 な体験 を 自覚 し て い る と い う報 告 が 見 られ

て い る 。
こ の こ とか ら今 日で は ， 神経症な どの 病態 と

して 直接 に 発症 と して 結 び つ か な い まで も ， 健常な
一

般 青年 に お い て も対人恐怖の 傾 向で あ る人見知 りや過

度の 気遣 い
， 対人緊張 な ど の 対人恐怖心性 （心 理的 な 傾

向） が認 め ら れ る も の は 非 常 に 多 く存在 し て お り ， ま

た，青年期 の 正常な発達過程 に お い て もよ く経験 さ れ

る もの と言われ て い る。

　 こ の 対人 恐怖心性 に つ い て は背年
一

般 の 問題 と し て

の 視点 か ら青年期心性 と し て 数多 くの 研究が な され て

き て い る （永 井，1994 ）。

　 と こ ろで最近，臨床的な体験か らの知見に お い て対

人恐怖が 自己愛 との 関連 に つ い て 述べ ら れ て い る文献

が 見 られ る よ うに な っ て き て い る 。 自己愛 は DSM −IV

（APA 、　1994）の な か で 診断基準 と して 記述 され て い る よ

うに ， 誇大性 ， 賞賛 され た い と い う欲求 ， 共感性の 欠

如の 広範な様式で あり成人期 早期 まで に 始 ま り， 種々

の 状 況 で 示 さ れ る と い う自己愛人格障害 と して あげら
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れ て い る 。
し か し，こ の 自己愛は 必 ず しも こ の よ う な

臨床症状 と して 扱われ るだ けで は な く， 自分自身 へ の

関心 の 集中と，自信や優越 感 な どの 自分 自身に対す る

肯定的感覚 ， さ らに そ の 感覚を維持 し た い と い う強 い

欲求 に よ っ て説明され る自己愛傾向 （小塩，　1998b） と し

て 青年期特有 の 人格 的特徴で も あ る と さ れ て い る。

　この 最近 ， 数 を増 や しつ つ あ る臨床的な体験か らの

知見 に お け る対人恐怖 と 自己愛 の か か わ りに 関 し て北

西 （1998） は，臨床梢神病理学的立 場か ら自己 の あ り方

を論 じて お り， 対人 恐怖 で苦 し む人た ち は行 き 過 ぎた

自己意識 ゆ え に鋭 く悩 み ，
そ れ は 自己 に 執 着 し て い る

姿で あ る として い る 。

　つ ま り ， そ れ は 昨今 の 自己心理 学の説 く自己愛の病

理 とも言 い か え る こ とが で き る と述 べ て い る 。 また ，

岡野 （1998）は ，
こ の 10年ほ ど の あい だ に 恥の 病理 が 自

己愛人 格障害 と の 関連で 広 く論 じられ る よ う に な っ た

こ と に 呼応 して現代的な精神分析の視点か らは ， 対人

恐怖者の もつ 性格構造は 自己愛の 病 理 と し て捉 え られ

る として い る。 こ れ は ， 恥の 感覚に と らわれやす く対

人恐怖 を経験 しやす い 人 に は，他人 に 認 め られた い ，

評価さ れ た い と い う人
一

倍 の 欲 求 が あ り， そ れ に 圧倒

され る形 で 対人場面で の 恐怖感 が生 まれ る と い う捉え

方で あ る 。

　 し か し ， それ と同時 に 岡野 は ， す べ て の対人恐怖の

人 が 自己愛的 で あ る と は限 らな い と も述 べ て い る 。 例

えぼ ， 同じ対人恐怖傾向を もちなが ら誇大的か つ 自信

過剰 で 傍若無人な 自己愛的性格 者 と対 人恐怖的で他人
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の 視線に敏感な 自己愛的性格者が存在 す る中で，こ の

両者の間 に は 大 きな隔 た りが あ る と し て い る 。 つ ま り ，

対 人恐怖傾向と 自己愛傾向の 関わ り合 い に は様々 な程

度が あ る こ とが考え られ，その 臨床像 に も様々 な種類

が あ る こ とが 考え ら れ る と し て い る 。 こ れ は ， 対人恐

怖 と 自己愛の 関係 が
一

口 に
“

対人恐怖は 自己愛 の 病理

であ る
”

と言 い 切れ る もの な の で は な く， 対人恐怖 と

自己愛が複雑 に 関係 して い る こ とを示唆して い る。

　 こ の 対 人恐怖 と 自己愛の 関係の整理 方法に は ， まず

自己愛の病理 か ら出発 して対人恐怖的な もの を含む も

の と含 ま な い も の の 2 つ に 分 け ら れ る と して い る もの

が見られ て い る。Broucek （1991）は，自己愛人格障害

を こ の 分類 に し た が っ て対人恐怖的な傾向を含む 自己

愛人格を 「解離型 」 として 引 き こ もりが ちで 恥 の 感覚

が強 い 性格 で あ る と し，対人恐怖的な傾向 を含 まな い

自己愛人格 を 「自己 中心型」 と して誇大的 で傍若 無人

な性格で あ る と分類 して い る 。 ま た ，Gabbard（1989）

も同様に 自己愛人格障害 を分類す る中 で
， 周 囲 に 対 し

て 過剰 に 気 に か ける （hypervigilant　type ）自己愛者で あ

り他者の評価 に過敏で対人恐怖的な性格で ある もの を

「過敏型 」とし ， 周囲 を気 に か けな い （oblivious 　type ）自

己愛者で あ り傍若無人 で 自己顕示欲 が強 い もの を 「無

関心型 」 としてサブタイ プ に 分類 し て い る 。

　 さ ら に ， 北西 （1995 ） も自己愛人格障害 に は 2 つ の タ

イプが あ り， 周 囲 に 気をか けな い よ うな 自己愛的な人

と周囲を過剰に 気に す る 自己愛的な人が存在 す ると述

べ て い る 。
こ れ らの 先行研究が 示 す よ う に ， 最近で は

対人 恐怖 は自己愛の 病理 であ るとの報告 が 臨床的な方

面 か ら 出 さ れ て お り ， 自己愛か ら の 視点 を出発 点 と し

た対人恐怖 と自己愛 とのサブタ イプの 分け方に は ，
い

くつ か の も の が あ る こ と が す で に 報告 さ れ て い る。

　 しか し ，
こ れ らの検討は病理 と し て の

“
対人恐怖症

”

や
“

自己愛人格障害
”

として 精 神医学的 な臨床的視点

で 論 じられ る機会は多 くな っ て き て は い る が
， 健常な

青年期 心性 として の 視 点での論議は まだ それ ほ ど厳密

に さ れ て き た わ け で は な い
。

　 も ち ろ ん ， 対人 恐怖 と自己愛の関連に お い て 「対人

恐怖 は 自己愛 の 病理 で あ る」 と の 臨床的 な 知見 と健常

な青年に お い て 誰 に で も見 られ るような対人恐怖心性

と自己愛傾向の 関連に お い て の
一
般的な青年期心性の

知見は ，
い わ ゆ る

“
臨床群

”
と

“

正常群
”

の違 い と し

て 大 き く意味 を異 に す る こ と も当然考え られ る 。

　 しか し， 自己 の 肯定的感覚が 強 く ， 対人 恐 怖心 性が

高 い Gabbardの い う と こ ろの 「過敏 型」の様相 を 示 す

青年 の 存在 と ， 同様に 自己 の 肯 定的感覚 が強 く，対人

恐怖心 性が 低 い 「無関心型」の 様相を示 す胥年の 存在

は そ れ ほ ど我 々 に と っ て は想像 に 難 くな い と こ ろ で は

あ る。 従来の
“
正常群

”
に お い て の知見で は対人恐怖

心性 は 自ら の低 い 自己評 価 の 下で生 じや す い （岡田 ・永

井，1990）と記述 され る に と ど まっ て い る現状が ある 。 し

か し，それ だけ で は 上記 の よ うな青年の 存在は説明 が

つ か な い こ と に な る。こ の よ うな 問題 は着々 と積み 上

げられ て き た
“
臨床群

”
の 知見 を参考 に して説明 で き

る可能性はな い だ ろ うか 。

　 これ ら の こ と か ら勘案す る と正 常な胃年期 の特徴 と

し て 扱わ れ る対人恐怖心性 と青年期 と密接 に か か わ り

を も ち ， 自分自身に対す る肯定 的感覚 に よっ て説明 さ

れ る自己愛傾向 との 関連 に お い て ， これ らが い くつ か

の サ ブ タ イ プ に分け ら れ る 可能性が あ る こ と が 考 え ら

れ る。
こ れ を念頭 に 置 い て ，対人恐怖心性 と 自己愛傾

向は ど の よ うな サ ブ タ イ プ に分類され うるの で あ ろ う

か ， また ， それ ぞれのサ ブタイプが どの よ うな様相を

呈 す る の か を実証的 に検討 して ゆ くこ と は，胥年期 の

心性 を理解す る上 で 大 変重要で あ る と思わ れ る 。

　 と こ ろ で 健常な青年の 対人恐怖心性 を測定す る尺度

と して ， 堀井 ・小川 （1996）が ，30項 目か らな る簡便な

「対人 恐怖心性尺度」を作成 して い る 。 また ，
こ の 「対

人恐怖心性尺度」は作成者であ る堀 井・小川 （1997a ）が

自らの 手 に よ っ て 信頼性 と妥当性 に つ い て の 問題 に 対

して ， す で に 標準化 さ れ て い る Y −G 性格検査 と の 関

連性を検討す る な ど し て こ の 心理測定尺度が
一定水準

以上 の 信頼性 と妥当性 を持 つ こ と を確認 し て い る。

　 ま た ， 自己愛傾向の 先行研究 に つ い ては，こ こ数十

年来 で 様 々 な もの が 見 ら れ る よ うに な っ て い る。その

中で Raski】1 ＆ Ha ］1（1979）の作成 した 自己愛傾向を測

定す る 尺度で ある NPI の 存在は大 きな と こ ろで ある 。

彼 らは ， 健常な人格 特性 と し て の 自己愛傾向を測定す

る こ と を 目的 と し て 自己愛人格 目録 （Narcissistic　 Per・

sonality 【nventory ） を 開発 し た 。
こ の NPI の 原版 は ，

Raskin ＆ Hal1（19．・81）の 自らの 手 に よ っ て ， また ，

Emmons （1981）な ど に よ っ て信頼性 と妥当性 に つ い て

の 詳細な検討がな され て きた。

　 日本 で も こ の NPI を日本語版 に 作成 した もの が多

く見 られ る 。 宮下 ・上地 （1985） は，全 35項目 か ら な る

NPI 項 目 （7件法） を作成 し，佐方 （1986）は ， 全 42項目

か ら な る NPI 項 目 （5件 法 ） を作成 し
， 山本 （1993） は ，

全 27項 目か らな る NPI 項目 （4 件 法） を作成 して い る 。

さ らに ，小 塩 （1998c）は ，全30項目か ら な る 自己愛人格

目録の 短縮版で あ る NPI −S （5 件法）を作 成 して い る 。

こ れ ら の 先行研究の存在 が示 す通 り NPI の 日本 語版
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の作成に つ い て の研究だけ で も数多 くの もの が あ り，

抽出さ れ る因子名が それ ぞれ の 作成者 に よ っ て 多少異

な る こ と が 見 られ る も の の健常 な人格特性 を測 定す る

尺度 と し て は信頼性及 び妥当性の 検討な ど を通 し，質

問項 目の 精選 に よっ て 非常に有用な心理測定尺度 と し

て扱わ れ て き て い る 。

　健 常青年を対 象 とした対人恐 怖 と自己愛の 関連に つ

い て の 実証的研究は筆者の 知 る限 りで は まだ見 られ て

い な い が ， 大平 （1989 ）は内在的な不安 と 自己愛 と の関

連 を検討 して い る。そ の 結果 ，内在的な不安 に対 し て

自己愛の 各因子 が そ れ ぞ れ異な っ た 方 向 で 影響 を与え

て い る こ とを示 して は い る が ，これ は不安と 自己愛を

単
一

次元 で し か 捉え て お ら ず ，
こ れ で は ま だ不十分 で

あ り， 対人恐怖 を自己愛 と の 関連に お い て 捉え られ る

と した研究 は まだ見 られ て い な い 。

　 こ の ような問題意識に基づ い て本研究で は ， 対人恐

怖心性尺度 と NPI −・S （自己愛人 格 目録 短縮 版 ） を使用 し

て ， と も に青年期の 特徴 と し て 扱 わ れ る 対人恐怖心性

と自己愛傾 向 との 関連 を実証 的 に 分析 し ，

“
臨床群

”
か

ら の 知見 を参考に し て
“
正 常群

”
に お い て は，ど の よ

うな対人恐怖心性 と自己愛傾向の サ ブ タ イ プが見 られ

る の か ， ま た ， どの ように 自己愛傾 向が 対人恐怖心性

に 影響 を与 え て い るの か を見 て ゆ くこ と を目的 と して

い る 。

方 法

質問紙の 構成

1 ．回答者 の 基本的属性 要因 ：学年 ・年齢 ・性別 に つ

　 い て記入 して もらっ た。

2 ．対人恐怖心性尺 度 ： 堀井・小川 （1997a ）に よ る もの

　 を使用 した 。 30項 目の それ ぞ れ に つ い て
“
全然当て

　 は ま らな い
”

か ら
“
非常 に 当 て は まる

”

の 7 段階で

　 評定 し て も ら っ た 。

3 ．自己愛 人格 目録短縮版 （NP 正
一S）： 自己愛の 程度 を

　測定す る た め に 小 塩 （1998c）が作成 した自己愛 人格 目

　録 を使 用 した 。 30項目の そ れ ぞ れ に つ い て
“
全 く当

　 て は ま らな い
”

か ら
“
非常 に 当 て は ま る

”

の 5 段階

　 で評定 し て もら っ た 。

調査対象

　 H 県内の 大学に通 う大学生及 び大学院生（合計 336 名）

を対象 と した 。回答者 の 内訳を TABLE　1 に 示 した。ま

た ， 回答者全体の 平均年齢 は 19．7歳（SD＝1．49）で あ っ た 。

調査時期 ・形式

　2000年 5 月か ら 6月 に か けて 集団 で
一

斉に 実施 し た 。

回答所要時間は 15分 か ら20分 で あ っ た。また，質 問紙

TABLE 　1　 被験者の 内訳

学年

性別 1 年生 2 年生 3 年生 4 年生 大学 院生 総計

女

男

5440 92522925 工59 911 199137

総計 941445424 20 336

に つ い て は無記 名で 記 入 し て も ら っ た 。

結 果

対人恐怖心性 尺度の 検討

　各項 目の 得点 （1〜7 点〉は ， 得点 が高 い ほ ど対人恐怖

心性が 高 くな るよ うに 採点 した 。 ま た ， 因子分析（主 成

分 解一Varimax 回転）を行 い
， 固有値 1．0以上 を因子数 の 抽

出基準 と し
，

6 因子 を抽 出し た 。 こ の 6 因子 の 累積説

明率は 67．9％ で あ っ た。　質問項 目番号2．8，14．20．26．

は第 1因 子 に 強い 負荷量 を 示 し て お り く集 団 に 溶 け込

め な い 〉 ような悩 み を表 して い る 。 4．10．16．22．28．は

第 2因子 に 強 い 負荷量 を示 して お り く目が気 に な る〉

よ うな悩み を表 して い る 。 3．9．15．21．27．は 第 3 因子

に 強 い 負荷量 を示 して お りく社会的場面 で当惑す る〉よ

うな悩 み を表 し て い る 。 5．11．17．23．29．は第 4因 子 に

強 い 負荷量 を示 して お り く自分 を統制で きな い 〉 よ う

な悩み を表 し て い る 。 6．12．18．24．30．は第 5 因子 に 強

い 負荷量を示 して お り く生 きる こ とに疲れて い る〉 よ

うな悩み を表 し て い る 。 1．7．13．19．25．は第 6 因子 に

強 い 負荷量 を示 して お り 〈自分や他人 が 気 に な る 〉 よ

うな悩 み を表 し て い る 。 また ， 因子分 析結果 を TABLE

2 に 示 した 。

対人恐怖心性尺度の 信頼性

　項 目
一
全体得 点相関及 び G −P 分析 に よ っ て 項 目分析

を した結果 ， 全 30項 目が 0．1％水準 で有意で あ り ， α 係

数は ．936で あ っ た 。 従 っ て 本研究 では全 30項目 を分析

に 用 い た。

対人恐 怖心性下 位尺度得点の 基本的属性 に よる差異

　学年 ・年齢 ・性別 に よ る 得点 の 比較 を した と こ ろ各

因子 ご との 下位尺度得点に も下位尺度合計得点に も明

確な 差は見 られ な か っ た。

NPI−S の 検討

　各項目の得点 （1〜5 点）は，得点が高 い ほ ど自己愛傾

向が高 くな る よ うに 採点 した 。ま た ，因子分析 （主 成分

解
一Varimax 回転 ） を行 っ た 結果 ， 固有値1．0以 上 を因子

数の 抽 出基準 と し， 4 因子 を抽出し た 。 こ の 4 因子 の

累積説明率は 51．7％で あ っ た 。

　質問項 目番号 2．5．8．11．14．17，20．23．26．29．は ， 第 1

因子 に 強い 因子負荷量 を示 して い る こ と か ら く注 目 ・
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TA6LE 　2　 対人 恐怖心 性尺 度の因子 分析結果 （Varimax 回転 ）

質問項 目 Factorl　 Factor2　 Facter3　 Factor4　 Factors　 Factor6 共通 性

842064620895317315978460217935　

1

　

22

　

1212

　

1
　

2221

　

2112

　

31

　

　

112

グル
ープで の 付 き合 い が苦手 で あ る。　　　　　　　　　　　 ．824

仲 間 の 中 に 溶 け 込 め な い 。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ．818
災 団 の 中 に 溶 け込 め な い 。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ．766
人 との 交際 が 苦 手 で あ る。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ．729
人 が大 勢い る と，うま く会話 の 中 に入 っ て い けな い 。　　　　 ．653
人 と目 を合わ せ て い ら れ な い 。　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 ．155
人 と話をする と き，目を どこ に持 っ て い っ て い い の か分か らな い 。　 ．195
顔 をジー

っ と み られ る の が つ らい 。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ．121
人 の 目 を見 る の が と て もつ ら い

。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ．232
向か い 合 っ て仕事を してい る とき，相手 に 顔 を見 られ るの がつ らい

。　 ．259
会 議 な どの 発 言が 困難 であ る。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 、079
人 が た くさ んい る とこ ろで は気恥 ず か しくて話 せ な い 。　 　 　 ．304
人 前に 出 る と オ ドオ ド して し ま う。　　　　　　　　　　　 ．121
大 勢 の 人 の 中 で 向 か い 合 っ て 話 す の が 苦手 で あ る e 　　　　　 、343
引 っ 込 み思 案 で あ る。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ．432
意 志 が 弱 い 。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ．006
根 気 が な く，何事 に も長 続 き しな い 。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ．100
ひ とつ の こ と に 集中で き な い

。 　　　　　　　　　　　　　 ．045
す ぐに 気持 ち が く じ け る 。　　　　　　　　　　　　　　　 、181
計 画 を立 て て も実行が と もな わ な い 。　　　　　　　　　　 ，120
い つ も疲 れ て い る よ う な感 じが す る。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一．044
い つ も頭 力萱匠し  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．088
生 き て い る こ と に 価億 を見出せ な い

。　　　　　　　　　　 ．290
何 を や っ て も う ま く行 か な い 。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ，275
充 実 して生 き て い る感 じが し な い 。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ．340
他 人 が 自分 を どの よ うに思 っ て い るの か とて も不 安 に な る。　 一．046
自分 が人 に ど う見 られ て い る の か ク ヨ ク ヨ 考 えて しま う。　　 ．123
自分 の こ とが 他の 人 に知 られ る の で は な い か と よ く気 に す る。　．321
自分が相手の 人 に イ ヤ な感 じを与 え てい る よ うに 思 っ て し ま う。　 　 ，445
人 と会 う とき，自分 の顔 つ きが 気 に な る。　 　 　 　 　 　 　 　 ，187

．177　　　　．171
．237　　　　，115
．158　　　　，316
．298　　　　．287
．189　　　　．463
．806　　　　．299
．798　　　　．181
．784　　　　，196
，760　　　　．253
．717　　　　．110
．ll8　　　 ．801
．236　　　　、761
．321　　　　．722
．307　　　　．674
．138　　　　，640
．057 　　　　 ，124
．065 　　　　 ．073
．104　　　　．029
．198　　　　．057
−，015　　　　．130
．025 　　　 ．ll9
．138　　　　−．072
．185　　　　．182
．170　　　　　，024
．129　　　　．244
．082　　　　，231
．160　　 ，200
．170　　 ．043
．215　　　　．Ol2
．303　　　

−，094

．104　　　　，128　　　　．060　　　．770
．117　　　　．187 　　　　」 21　　　，802
．092　　　　，097　　　　．114　　　．743
．138　　　　．】88　　　　，】18　　　．772
．102　　　　．054　　　　，214　　　．736
．062　　　　．092　　　　．087　　　．784
．048　　　　．162　　　　．171　　　．766
．1】5　　　　．043　　　　．133　　　．701
．112　　　　．170　　　　．063　　　．741
．108　　　　．128　　　　．211　　　 ．665
．ll3　　　　．072　　　　．034　　　 ．681
，059　　　　．112　　　　．073　　　．748
，099　　　　．072　　　　．181　　　．687
．143　　　　．OO2　　　　，090　　　，695
，115　　　　．109　　　　．128　　　．657
，824　　　　．089 　　　　．046　　　．708
，809　　　　．077　　　　．048　　　，683
，722 　　　　 ．122　　　　 ．064　　　 ．554
，705　　　　．201　　　　．200　　　，653
，685　　　　．094　　　　．105　　　，521
，017　　　　、ア87　　　　．209　　　．681
．130 　　　　．753　　　　．199　　　．655
．232　　　　．584　　　　，003　　　，546
，339　　　　．572　　　　．195　　　．585
，240　　　　．557　　　　．008　　　．571
．096　　　　．007　　　　．849　　　，792
．152　　　　．178　　　　，787　　　．755
．092　　　　，362　　　　．589　　　，621
．118　　　　．277　　　　，558　　　．646
．183　　　　．251　　　　．476　　　、459

説 明分散

累積 寄与 率

4．205　　　3，874　　　3．539　　　3．318　　　2．773　　　2，665
36．36　　　45，89　　　52．79　　　58．82　　　63，82　　　67，92

賞賛欲求〉 因子 と命名 し ， 3．6．9．12．15．21．24．27．30．

は ，第 2因 子 に 強 い 負荷量 を示 し て い る こ と か ら く自

己主張性〉 因子 と命名 し た 。 また ，
1．4．7．10．16 ．25 ．

は，第 3 因子 に強 い 負荷量 を示し て い る こ と か ら 〈有

能 感〉因子 と命名 し ，
13．18 ．19．22．28．は ，第 4 因子 に

強 い 負荷量 を示 して い る こ と か ら く優越感〉因子 と命

名 し た 。 ま た ，因子分析結果 を TABLE　3 に 示 した 。

NPI −S の 信頼性

　項 目
一
全体 得点相 関及 び G −P 分析 に よ っ て項 目分析

し た 結果 ，全 30項 目 が 0．1％水準 で 有意 で あ り，α 係 数

は ．910で あっ た 。 従 っ て本研究で は 全30項 目を分析 に

使用 し た 。

NP トS 得点の 基本的属性に よる差異

　学年 ・年齢 ・性別 に よ る得点の 比較 を し た と こ ろ第

3 因子 で あ る く有能感〉 因子 の 下位 尺度得点 に お い て

（男子 ： 16，72，SD ＝ 5．58 女 子 ： 14．52，　SD ＝ 4．31）男子 の 方が

女 子 よ り有意 に 高 い 得 点 を 示 し た （t［334］＝4．059p 〈

．05）。また，NPI 下位尺度合計得点に お い て（男子 ：92．88，

＄D ＝ 18．56 女子 ：88．9，SD ＝ 14．88）男子 の 方 が 女 子 よ り も

有意 に 高 い 得点 を示 した （t［334］＝2．175p く．05）。 ま た ，

その 他 の 因子 に は明確な差 は見 られ なか っ た。

対人恐怖心性尺度 と NPl−S の 相 関分析

　NPI −S に お い て 性差が 見 ら れ た こ と で 対人 恐怖心

性 と自己愛傾 向 の 関連 に つ い て 男女 ご と で の 構造 的 な

差異が存在す る可能性があ っ た ため ， 男女別 で の相関

分析 を 行 っ た が ，結果 に は大 き な 差異 が ほ と ん ど 見 ら

れな か っ た ため に 以下 の 分析 では学年 ・年齢 ・性別の

基本的属性要因 を全 て 込 み に して 分析 す る こ とと した。

対人 恐怖心性尺度 と NPI −S の 相関表 を TABLE 　4 に 示

した 。 TABLE 　4 に 見 られ る よ うに ， 対人恐怖心性 と自

己愛 傾向 と の 関係 に お い て ほ と ん ど の 組 み 合わ せ に お

い て有意な負の 相関関係 が見 られた。 しか し ， 相関係

数 は有意で は あ っ て も そ の 値は 全体 的 に 低 く， 係数 に

し て も
一
〇．645〜−0．124と 組 み合 わ せ に よ っ て 様 々 で あ

り各因子 ご と の 関連が
一

様 で な い こ とを反映 し て い た。

こ れ らの こ と よ り結論 的な解釈 は 避 けなけ れ ば な ら な

い が ， 少な く と も対人恐怖心性 と 自己愛傾向に は ，

一

貫 し て負の 相関関係 が見 られ る こ と を確認 して お く必

要が ある よう に 思わ れ る 。

対人恐怖心性 と NPI −S の 4 因子下 位尺 度得点 で の ク

ラ ス ター分析

　堀 井・小川 （1997b）は，対人恐怖心性 の質的な観点か
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TA 肌 E　3　 自己愛人格 目録 （NH −S） の 因子分析結果 （Varimax回転 ）

質 問項 目 Factorl　Factor2　Factor3　Factor4　共通 性

238526220141129173246301215927211741625m1922281318私 は，み ん な の 人 気者 に な りた い と 思 っ て い る。．
私 は，ど ち ら か と言えば注 目 され る人 間 に な bた い 。
私 は，み ん な か らほ め られ たい と思 っ て い る。
私 は，人 々 の 話 題 に な る よ うな 人 間 に な りた い 、
私 に は，み ん な の 注 目 を 集 め て み た い と い う気持 らが あ る。
機会が あ れ ば，私は人 目に 付 くこ と を進ん で や っ て み た い 。
私 は，多 くの 人 か ら尊 敬 され る人 間 に な りた い 。
周 りの人 が私 の こ と を よ く思 っ て くれ な い と，落 ち 着か な い 気 分 に な る。
人 が 私に 注 意を 向け て くれ な い と落ち着か な い 気分に な る 。

私は，人 々 を従わ せ られ る よ うな 偉い 人 間 に な りた い 。
私 は ，自分 の 意 見 を は っ き り言 う人間 だ と思 う。
私 は，自己 主張 が強 い ほ うだ とお もう。
私は，控 え め な 人間 と は正 反対の 人間だ と思 う。

私 は，個 性 の 強 い 人 聞だ と思 う。
私 は，自分 で 貴 任 を持 っ て 決 断す るの が好 きだ。
私は ， ど ん な こ と に も挑戦 して い く ほ うだ と思 う。

私は ， ど ん な と き で も，周 りを気に せ ず自分の 好 き な よ うに振 る舞っ て い る 。

私は，自分独 自の や り方 を通 す ほ うだ。
い つ も私 は話 して い る うち に ，話 の 中心 に な っ て し ま う。
私は ， 才 能 に 恵 まれ た 人間で あ る と思 う。

私は ， 周 ワの 人 た ち よ D有能な 人 間で あ る と思う 。

私 は，周 りの 人 た ち よ り，優 れ た 才能 を持 っ て い る と思 う。
私 は，周 りの 人 に 影響 を与 え る こ とが で き る よ うな 才 能 を持 っ て い る。
私 は，どん な こ と で も上手 くこ な せ る人 間 だ と思 う。
私 は，周 りの 人 が学 ぶ だ け の 値 打 ち の あ る長 所 を持 っ て い る。
私 が 言 え ば，ど ん な こ とで も み ん な信 用 し て くれ る。
私 に 接 す る人 は み ん な，私 と い う人 間 を 気 に 入 っ て くれ る よ う だ。
周 りの 人 た ちが 自分の こ とを良い 人間だ と言 っ て くれるの で 自分で もそうなんだ と思 う。
周 りの 人 々 は，私 の 才 能 を認 め て くれ る。
こ れ ま で 私 は 自分 の 思 う とお りに 生 き て きた し，今 後 も そ うし た い と思 う。

，773 　　　　
−．OOI

，756　　　　　．256
．723　　　　　．062
．722 　　　　　，095
．677　　　　　，257
．670　　　　　．310
．659　　　　　，198
，547　　　　

−，193
．515　　　

−，064
，504　　　　　．152
．142　　　　　．ア69
．190　　　　　．ア39
．220　　　　　．672
．054　　　　　．589
．040　　　　　．557
．257　　　　　．550
−．068　　　　　．542
−．104　　　　　．539
．312　　　　　．442
．108　　　　　．108
．209　　　　　．208
．191 　　　　．225
．224　　　　　，238
．120　　　　　．293
．210　　　　　．228
．046　　　　，084
．103 　　　　−．027
．225　　　　　．056
．076　　　　　．207
−．047　　　　　、312

．124　　　　．104　　　．624
，247　　　　．025　　　．69B
−．008　　　　．050　　　．529
．110　　　　．195　　　．580
，278　　　

−、013　　　、601
．136　　　　．133　　　．582
．029　　　　．185 　　　．509
−．069　　　

−．112　　　．354
．177　　　　，0D7　　　，301
．221　　　　．188　　　，362
．134 　　　　 ．154　　　 ．653
．099　　　　．050　　　．594
．070　　　

−．068　　　．509
．270　　　

−．006　　　．423
．072　　　　．157　　　．341
．039　　　　．221　　　．419
．150　　　　．107　　　．332
．229　　　　，059　　　，358
．241　　　　　．280　　　　．430
．833 　　　　．133 　　　．735
．809　　　　．127　　　．757
．806　　　　．158 　　　．762
．678　　　　，312　　　，665
，592　　　　．221　　　 ，499
．535　　　　、445　　　．58t
．035　　　　，776　　　．613
．169　　　　．694　　　．522
．238　　　　．556　　　．420
，275　　　　．542　　　．418
．ll3 　　　　．484 　　　．347

説明 分散

累積説明 率

4，933　　　4．122　　　3、785　　　2．675
29．4　　　　39．7　　　　46，7　　　　51．7

TABLE 　4　 対人恐怖心性尺度 と NPI −S の 相関表

　 Factorl
（集団 に 溶 け

込 め な い ）

　 Factor2　　　　 Factor3
（目が 気 に な る ） （社 会的 場面

　 　 　 　 　 　 　 で 当惑 す る ）

　 Factor4
（自分 を 統制
で き ない ）

　 Factor5　 　 　 Factor6　 対 人 恐 怖 心

（生 きる こ とに 　 （自分 や 他人　 性 尺度 合計

疲 れ て い る ）　 　 が 気 に な る）　 得 点

Factorl （注 目
・
賞賛欲求）

Factor2 （自己 主 張性 ＞

Factor3 （有 能感 ）

Factor4　（優越感）

NPI −S ・下位 尺 度合 計得 点

一
〇．196’
−0．373串
一
 ．220 躍
一
〇，329率

一
〇．356 拿

一
〇．173・

−0．346率
一
〇，186拿
一
〇．280率

一
〇，3】6拿

一
〇，285串

一〇．645串
一
〇．297拿
一
〇．284掌
一
〇．5】4零

0，069
−0，202ホ
ー0．263 拿
一
〇．212串
一
〇．164拿

一
〇．065
−0203 喀
一
〇．223曜
一
〇．317寧

一
〇，232零

O．141°
−0．249順
一
〇．150’
−0．300．

−0．132喀

一
〇．124’
−0．465 ＋

−O．303噸
一
〇．389傘

一
〇．395躍

’

P〈．O1

らの 発 達的検 討 を行 っ て い る。そ の 結果 ， 中学生 で は

自我意 識 が未 発達 で あ る た め 対 人恐怖 的 な不安意識 が

自他未分化な状態 に あ る が ，高校生 に な る と他者 の 存

在が 明瞭 に 見 え始め るため に ．主 に 他者 との か か わ り

な ど の 対人状況 に 関す る不安 を意識 す る と い う対他 的

不安意識が 分化さ れ ， 大学生 に な る と他者 と の か か わ

りに よ っ て 生 ずる対他的不安意識 と，主 に 自己 の存在，

身体 ， 能力 な ど に 関す る 不安 を慧識 す る と い う対 自的

不安意識が ， よ り明確に分化 して ゆ く過程を二 次因子

分析 を行 うな ど の 統計的手法 に よ っ て 明 ら か に し て い

る 。 本研究に お い て も堀井・小川 （1997b）と同様の手続

きに よ っ て 二 次因子分析を行 い ，同様の 因子構造が得

られ た 。 そ の 結果 を TABLE 　5 に 示 した 。 こ の 知見 を踏

TABLE　5　 対人 恐怖 心性尺度の 二 次因子 分析結果

FactorlFactor2

456312FFFFFF自分 を統制 で きな い

生 き る こ と に 疲 れ て い る

自分 や 他人 が 気 に な る

社 会的 場面 で 当惑す る

集 団 に 溶 け込 め な い

目が 気に な る

，838
，757
．617
．145
．304
．239

，074
．341
．472
．851
．799
．788

まえ て 本研究 に お い て も対人恐怖 心性 を大 き く対 自的

不安意識 （第 4因 子 〈自分 を統制 で きな い 〉・第 5 因子 く生 きる

こ と に疲 れ て い る 〉・第 6因 子 く自分 や 他 人が 気 に な る 〉）と対他

的不安意識 （第 1因子 く集 団 に 溶 け込 めな い 〉・第 2因 子 く目が

気に な る 〉・第 3因 子 く社会 場 面 で 当惑 す る 〉）の 2 つ に 分け て

分析す る こ と と し た 。
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　 第 1　 　　 　　 第 2　 　　 第3　　 　　 第 4

ク ラ ス タ
ー　　ク ラ ス タ ー　ク ラ ス タ

ー
　 クラ ス タ

ー

FIGURE 　I　 ク ラ ス タ ー ・デ ン ドロ グラ ム

　そ し て対人 恐怖心性 と自己 愛傾向の 様々 な関係 を見

出 し て 行 くた め に ク ラ ス タ
ー分析 を行 っ た 。 ク ラ ス

タ
ー分析で は ， 対人恐怖心性の 対他的不 安意識 と対 自

的不 安意識 の 2変数 と NPI −S の 4 因子 の 4 変数 と で

合計 6変数を投入変数 （Ward 法 平 方 ユ
ー

ク リ ッ ド距離 ）と

して扱 っ た 。 そ の 結果 ， Semi −Partiai　R −squared （部 分

的説 明率 ）D．034％ で 4 ク ラス タ
ー

を抽出 し，ク ラ ス ター

分析の デ ン ド ロ グ ラ ム を FIGURE　1 に 示 した 。 また ， 各

投入変数ご と で の 各ク ラ ス ター
の 平均値 に つ い て それ

ぞ れ 1 要因の分散分析を行 っ た 。
そ の 結果，対 自的不

安意識 と対他的不安意識 と注目 ・賞賛欲求 と自己主張

性 と有能感 と優越 感 の 全 て の 投入変数 に つ い て 有意な

主効果を示 した （F ［3，332］＝82，57p く．01，　F ［3．332］＝72．33　pく

．Ol，　F ［3，332コ＝70．80　p〈．Ol，　F［3，332］＝ 78．16　pく、Ol，　F ［3，332］＝

96，37p く．Ol，F ［3，332］＝64．63　pく．OD
。 また ， 有意 な主効果 を

示 した もの は，多重比較 （Tukey 法 ）を行 い 分散分析の

結果を TABLE 　6 に 示 した 。

　 また，それ ぞ れ の ク ラ ス タ
ーの 特徴を よ り捉えやす

くす る た め に各投入 変数 を平均 0 ，標準偏差 1 の 標準

化得点に変換 し て改め て各ク ラ ス タ ーごとの 平均値 を

求 め た結果 を FIGURE　2 に 示 し た 。 第 1 ク ラ ス タ ーは ，

対 自的不安意識 も対他的不安 意識 も高 く， 自己愛傾向

が 全体的 に 低 い もの で あ っ た 。 第 2 ク ラ ス ターは ， 対

自的不安意 識 が高 く ， 対他的不安意識は ， 標準 的 で あ

り自己愛傾 向は高 か っ た 。 また，第 3 ク ラ ス タ
ーは ，

対自的不 安意識は 低 く， 対 他的不安意識 は 標準 的 で あ

り， 自己愛傾向が 全体的 に低 い もの で あ っ た 。 第 4 ク

ラ ス タ
ー

は，対 自的不 安意識 も対他的不 安意識 も低 く ，

自己愛傾向が高 い もの で あっ た 。

各クラ ス タ
ーご と で の 重回帰分析

　自己 愛傾向が対人 恐怖心性 に どの よ うな影響 を及 ぼ

す の か を検討す る た め に各ク ラ ス タ ーご と で対人 恐怖

心性尺 度の 下位 尺度合計得点及 び対自的不安意識 ・対

他的不安意識 を従属変数 と し ， ま た ， NP 卜S の 4 因子

を独立 変数 と し て 重 圓 帰分析を行 っ た。また，NPI −S

の各因子間 に 高い 相関係数が 見 ら れ ， 多重共線性の 可

能性が疑わ れたた め に NPI −S の 4因子 を因子 得点 に

変換 してか ら分析 を行 い ，その結果 を TABLE 　7 に示 し

た 。

　第 1 ク ラ ス ターで は ， 対人 恐怖心性の 下位 尺 度合計

得点に は 自己愛傾向 の 注 目 ・賞賛欲求が 有意な負の 係

数 を示 し，対 自的不安意識に は 自己愛傾 向か ら は有意

な係 数 は見 られ な か っ た 。 対他的不安意識 に は ， 注目・

賞賛欲求 と自己主張性が有意 な負の 係数 を示 した。

　 また，第 2 ク ラ ス タ
ーで は ， 対人恐怖心性の 下位尺

度合計得 点 に は，注 目 ・賞賛欲求 と有能感が有意な正

の 係数を 示 した 。 対 自的不安意識 に は，注 目 ・賞賛欲

求 と自己主張性が 有意 な 正 の係数を 示 し た 。 対他的不

安 意識 に は ， 有能感 が 有意 な正 の 係数を示 し た 。

　 また，第 3 ク ラ ス タ
ーで は ， 対人恐怖心性 の下位 尺

度合計得 点 と対 自的不安意識 と対他的不 安意識に 自己

主張性が 有意な負の 係数を示 した 。

　 そ して ，第 4 ク ラ ス タ
ーで は ， 対人 恐怖心性の下位

尺度合計得点 に は 自己主 張性が有意 な負の 係数 を示 し，

有能感 が有意 な正 の係数 を示 した 。 対 自的不安意識 に

は ， 注 目
・賞賛欲求 と有能感 が有意 な正 の係数を示 し

た 。 対他的不安意識で は ， 注目 ・賞賛欲求 と 自己主張

性が有意 な負の係数を示 し，有能感が 有意な正 の 係数

を示 し た 。

考 察

各尺度の 検討

　 まず，本研究で 使用 し た 尺度 に つ い て 対人 恐怖心性

に つ い て は顕著 な差 は 見 られ な か っ た が，自己 愛傾向

T ・tBLE 　6　 各ク ラス タ
ーで の各変数の平均 と標準偏差

人 数

男 ；女

第 1 ク ラ ス ター

　 　 n ＝ 95
　 34 ：61

第 2 ク ラ ス タ
ー

　 　 n ＝ 80
　 38 ：42

第 3 ク ラ ス タ
ー ny　 4 ク ラス ター

　 　 n ＝89　　　　　　　n ；72
　 31 ：58　 　 　 　 34 ：38　 　 　 多重比 較 （Tukey 法）

対 自的 不 安 意識

対 他的 不安 意識

Facterl （注 目 ・賞賛 欲求 ）

Factor2 （自己 主 張性 ）

Factor3　（有 向旨感 ）

Fi、　ctor4 　（優越感）

67、4（12．2）
67．9（15．7）
31．1（6，85）
22．2（5．05）
ll，1（3．43）
12．1（2．51）

63．6（10 ．1）
56．1（14．6）
36．4（5．07）
29．6（4．83）
17．1（4．02）
15．2（2．41）

48 ．8（9，96）
54．4（12．3）
26，5（5．93）
26．6（4 ．71）
14，3（3．21＞
15．2（2．43＞

44 ．6（12．1）
36 ，1（11．7）
38．5（4．84）
33 ．3（4．72）
2  ．4（4．01）
17．2（2．42）

3〈 1，3〈 2，4〈 1．4＜ 2
　4 く 3＜ 1，4 〈2く1
　 3〈 1 〈 2．3 ＜ 1＜ 4

　 　 1く 3＜ 2く4

　 　 1 ＜ 3＜ 2 く 4

　 1〈 2〈 4，1＜ 3＜ 4
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FIGU 皿E 　2　 クラ ス タ
ー分析結果

第 1 ク ラ ス ター
TA 肌 E 　 7 各ク ラ ス タ

ーご と の 重回帰分析結果

　 　 　 　 　 　 　 　 　 第 2 ク ラ ス タ
ー

対人恐怖心性合計得点 対 自的不安 意識 対 他的 不 安意 識 対人 恐 怖心性合計得点　対 自的不 安意 識 対他 的 不 安 意職

注 目 ・賞 賛欲求

自己 主張性

有 能感

優 越感

一
〇．Z32＊
−0．126D
．03工

一
〇、103

一
  ．056
−0．013
−0．011
−0．196

一
 ．324拿
一
〇．188ホ

0．057
−O，Oll

0．409拿

0．0540
．396°

D ．107

寧
　
串

匚
」

377
884743110000 0．！71

−0．1940
．387率

0．009
R−square
F−value

Qリ
ハ
リ

0
ウ
90

ρ
0

350403 781209 832207 11220FD ∩フ
42108

第 3 ク ラ ス タ
ー

第 4 ク ラ ス ター

対人 恐怖心性合計得点　対 自的 不安意 識 　対他 的不 安意識 対人恐怖心性合計得点 　対 自的不安 意識 　対 他 的不 安意識

注 目
・
賞賛欲求

自己主張性

有 能感

優越 感

一
〇．031
−0．262事

0 ．081
−0．085

　
串

0081Q

ゾ

ー
匚
」

2
だ
U

O2D10000　
一
　｝
　　

一
〇．Ol9
一
 ，199＋

0．1430
．003

0．075
−0，223零

O，409準
一
〇．071

0．315苓
一
〇．1060
、2718

−0．115

一
〇．ユ97喀
一
〇，276曠

0，426拿
一
〇．002

R−square
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76010
凾
b

CU

ワ
00

だ
UO3

630004 38ワ臼
809

71140
ρ
0

0、3512
．4

’
Pく．05

の 性差 と し て男子 の 方が 女子 よ りも高 い 自己愛傾向 を

示す結果 を示 した 。 こ れ は，従 来 の NPI を用 い た多 く

の 調査研究 で も同様 の こ とが示 さ れ て お り過 去 の 知見

を支持す る もの と な っ た （佐 方，］986 ；大 平，19S9 ；三 船 ・氏

原，1991 ；角 田，1998 ；小 塩，1998a）。

相関分析に つ い て

　対人恐怖心性尺度 と NPI −S の 相関表か ら対人 恐怖

心性 と自己愛 傾向 は ， ほ と ん ど の対人 恐怖心 性の 因子

と 自己愛傾向の 因子 の組み合わせ に お い て，ばらつ き

は認 め られ る もの の 全体 的 に有意 な負の 相関 を示 して

い た
。

こ の こ と は
，
Raskin ＆ Ha11 （1981＞ の研究 で の

自己愛 と社会 的な不安 の あ い だ に は有意 な負の相関が

見 ら れ る と し て い る も の と結果を 同じ く し て い る 。 ま

た 日本 では岡田 ・永 井 （1990＞は ， 対人 恐怖心性 と自己

評価 との 関連 を検討 して い る が ， 青 年期 後期 に お い て

対人 恐怖心性 と 自己 評価 と の あ い だ に 負の 相関関 係を

見 出 し ， 現実 自己 と理想 自己 の ギ ャ ッ プ を青年 が埋 め

ら れ な い ま ま，低 い 自己 評価 の も と で 対人 恐怖心 性 が

生 じやす い として い る。と こ ろ で 小塩 （1998）は，NPI

と自尊感情 と の 関連の 中で 自己愛傾向と 自尊感情が正
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の相関を示 す こ と を明 ら か に して お り， こ れ は自己愛

傾向が 自尊感情 と類似 した もの で あ り自己 の 肯定 的 な

感覚を含み ， 自分自身に高 い 価値観を認知 して い る状

態 で あ る と して い る。 こ の 小塩 の 自己 愛傾向 と 自己評

価の類似性 に つ い て の 検討 を踏 ま え る と ， 岡田 ・永井

の 対 人恐怖心性 と自己評価 とが 負の相関を示 した こ と

と同様 に対人恐怖心性 と自己愛傾向 とは負 の 相関 関係

が見 られ る こ とが 考え られ るの が妥当で ある 。 そして

本研究 に お い て も同様の 結果 を得た 。

　 しか し， 対 人恐怖 は 自己愛の 高ま りに 圧倒 され る こ

と に よ っ て 経験さ れ る との
“
対人 恐怖 は 自己愛 の 病理

で あ る
”

と い う臨床 的 な知見 で，こ の現象 を考 えた と

き に 対 人恐怖心性 と 自己愛傾向と の 関係に お い て負の

相関が見られ る の は 矛盾 して い る現象 であ る 。 もちろ

ん
“

対人恐怖が 自己愛 の 病理で ある
”

と い うの は あ く

ま で
“
臨床群

”
で の 知見に よ る もの で はあ るが，本研

究 に お い て の
“

正常群
”

に お い て も病理 と して の視点

で は な くて も正 常な範囲で の対人恐怖 が 正 常な範囲 で

の 自己愛の 高 ま りに 圧倒さ れ る こ と は全 く考え られな

い こ とで は な い
。

　 こ の 現象は ， 対人恐怖 と 自己愛の関係 に は ，
い くつ

か の サ プ タ イ プが あ り，そ れ らが全体 と し て混在 し て

い る た め に相関係数の 数値の 上 で は 負の 相関関係 を示

し， こ の ような矛盾 した現象を生み 出 し て い る と い う

解釈の 可能性が ある こ と が考 え られ る 。

クラ ス タ
ー

分析に つ い て

　 そ こ で対人恐怖心性 と自己 愛傾向の 関係 に は い くつ

か の パ ターン が 見 られ る こ と を念頭に置 い て ， そ の タ

イ プ を抽出す る た め に ク ラ ス タ ー分析 を行 っ た。そ の

結果 ， 4 つ の サブタ イプを得た 。

　 岡野 （1998）は ， 恥 と 自己愛 との 関係 に つ い て 考え る

際 に は，「恥 の感 じや す さ」と 「自己顕示傾向」と い う

対人 恐怖 と自己愛を 2 つ の 独 立 した変数 と して扱 う必

要が あ る と し て い る 。 ま た ， 彼は
“
自己顕示欲 の 強 さ

”

と
“

恥 に 対 す る敏感さ
”

の 2 つ の独立変数を両軸に と っ

て 4 つ の 象限 に サ ブタイプ を分類 し た も の を示 し て い

る （FlGURE　3）。

　 FIGURE　3 に 示 し て あ る と お り，岡 野 の 分類 で は

Gabbard の い う 2 つ の 自己愛人格 の タ イ プ と ，
い わ ば

「純粋な」対 人恐怖 とが 入 る こ と に なる。「過敏型」自

己愛人格 は恥 に 対 す る敏感さ と 自己顕示傾向の 両方が

強 い タイ プで あ り， 「無関心型」自己愛人格 に つ い て は

自己顕 示傾向は強 い が 恥に対 し て 鈍感 な タ イ プで あ り，

「純粋な」対人恐怖 は自己顕示傾向が 少な く， ひ た す ら

恥 に 敏感な タ イ プ で あ る と分類 さ れ る こ と に な る。ま

自 己顕示 欲 の強さ

十

「無 関心 型 」
「過 敏 型 」

自己愛人格 自己愛人 格

十

恥 に対する 敏感さ

？ 対 人恐怖

一

FIGURE　3　 敏感 さ と自己顕 示 との相互関係

　　　 　　 （岡野，1998 よ り）

た ， 自己顕 示傾向が 低 く，そ し て恥 に 対 し て鈍感な タ

イ プ は 「？」 と し て記述 し て い る 。

　本研 究 で 得 られ た ク ラ ス タ
ー分析 の 結果 を 岡野

（1998 ）の分類を参考 に す る上で ， もち ろ ん 臨床的な体験

か ら得た知 見 と正常青年の 質問紙か ら得 ら れ る知見で

は そ れ ぞ れ 微妙に次元 が異な る 点 は あ るが ， そ の 含ま

れ る意味合 い に お い て ほ ぼ相違点 は な い と考え られ る

た め
“
自己顕示欲 の 強 さ

”

の 次元 を単純化 し て
“
自己

愛傾 向
”

に 置 き換 え ， さ ら に
“
恥 に対す る敏 感さ

”
の

次元 を単純化 して
“

対 人恐怖心性
”

に 置 き換え て考 え

る こ ととした 。 す る と ， ng　1 ク ラ ス タ ーに お い て は対

人 恐怖心性が全体 的 に高 く，自己愛入格傾向が 低 い こ

と か ら岡野 の 分 類の 中で は 「純粋 な」対人 恐怖で あ る

こ とが考え られ る。また，第 2 ク ラ ス タ
ーに お い て は ，

対人 恐怖心性 が 平均よ り高 く ， 自己愛傾 向が高 い こ と

か ら 「過敏型 」自己愛人格で あ る こ と が 考え ら れ ， 第

3 ク ラ ス タ
ーで は対人恐怖心性が低 く， 注 目 ・賞賛欲

求の 低 さを は じめ として 自己愛傾向が 低 い こ とか ら ，

岡野の 分類で は 「？」の 部分 で あ る こ とが考え られ る 。

また ， 第 4 ク ラ ス タ
ーで は 対人 恐怖心性は低 く， 自己

愛傾向が全体的に高 い こ とか ら 「無関心型」 自己愛人

格 で あ る こ と が考 え られ る 。 こ れ に よ り本研究 で は，

対人恐怖 と自己愛 の 分類 に お い て 岡野 の 分類 を支持す

る よ うな 4 つ の サブ タイプを得る こ と が で き た 。

　 さ ら に 各ク ラ ス タ
ーご と で 自己愛傾向が対人恐怖心

性 に 対 して どの よう に 影響 を与 えて い るの か と い う質

的な検討 を行 うた め に 各サ ブ タ イ プご と で 重回帰分析

を行 っ た 結果 ， 第 1 ク ラ ス ターで ある 「純粋な」対人

恐怖で は ， 人 か ら注 目 さ れ た り褒め ら れ た い と い う欲

求が少な い こ と に よ っ て
一

般的 な対人 恐怖的心性 を増

長 させ て い る こ と を示 し て い る 。 ま た ， 特に他者 を含

ん だ場面に お い て は人 か ら注 目された り自分 を主張す

る と い う欲求が 低 い こ と に よ っ て対人 恐怖的 な心性が
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増長 され て い る こ と に なる 。 こ れ は ， 自己に対する肯

定的な感覚の 低 さ か ら 自分自身に 対 し て 不安 を感 じた

り， 他者に対 して 緊張 して い る状態で はな い か と考え

ら れ る 。 岡田 （1993）の 研究 で は，対人恐怖心性 を内省・

友人関係 ・自己評価な どの 関係 か らい くつ か の 対人 恐

怖 の 類 型 を見 出し て い る が ， そ の 中で 自己評価が 低 く

対人関係で 過敏 な傾 向 を示 し て い る群 を抽出し て い る。

岡 田 は，こ の 群 を 自己 の 内面 に対 して 関心 が高 く，自

分の 生 き方 を深刻 に 考え る よ う な 青年期危機 的特 徴 に

あ た る と して い る。本研 究で抽出さ れ た 第 1ク ラ ス ター

は ，ほ ぼ こ の類型 に合致 する もの と し て捉 え る こ とが

で きる 。

　ま た ，第 2 ク ラ ス ターで あ る 「過敏型」 自己愛人格

で は ， 人 か ら注 目 さ れ た い と い う欲求 や 自 らを有能で

ある と認識す る こ とに よっ て ， 総合的な対人 恐怖心性

を高揚 さ せ て い る こ と を示 し ， 注 目 さ れ た い と思 っ た

り自分を主張 した い と思 う こ とに よ っ て 自分自身に対

して の 対人恐怖的な心性 を増長 させ て い る こ とを示 し，

さ らに他者 を含んだ場面 で は自分を有能で ある と感 じ

る こ と で対人恐怖的な心性 を増 長 させ て い る こ と を示

し て い る。 こ れ は，自己 愛傾 向は 旺 盛 に あ る の だ が，

恥の 感覚に対 して非常 に敏 感で内気な態度を示 す こ と

が 考 え ら れ ，自己 愛傾向が対人恐怖心性 に 対 し て 単な

る 自己 に 対 して の 肯定的な感覚 と し て の 有能感 で は な

く， あ る意 味 で 誇大 的 な有能感 と し て影響を及ぼ して

い る こ と が うか が え る と と もに ， 社会 的場面 に お い て

他者 の 評価 を気 に して 自意識過剰に な る と い っ た特徴

が 見 ら れ る こ と が考 えられ る。

　 そ して ， 第 3 ク ラ ス ターは ， 岡野 （1998）の 分類 では

「？」と さ れ て い る が ，自らを主張で き な い こ とか ら対

人恐怖的な心性を感 じて い る こ と が 示 さ れ て い る 。 こ

こ で は，自己愛傾向も対人恐怖的心性 も低 い こ とか ら

自己 に対 し て の 関心が非常 に 低 い 状 態 に あ る こ と も考

え られ る 。 岡 田 （1993）は ， ク ラ ス タ ー分析 に よ っ て 内

省傾 向が 低 く，対人 恐怖的な 心性が比 較的低 い 群を抽

出 して お り ， こ の群 を 「ふ れ合 い 恐怖 的心性 」 と し て

取 り扱 っ て い る 。 こ の 「ふ れ 合い 恐怖的心性 」は，正

常圏 に 近 い 胃 年 を中心 と し て増加 し て お り
“
サ ブ ク リ

ニ カ ル な症候群
”

として 呼 ばれ て い る 。 お も に ， 顔見

知 りか ら よ り親密 な関係 に 発 展す る場面 に お い て困惑

を感 じる もの で あ り， そ の た め に対人関係 に お い て 情

緒が深 まらず機械的形式的関係に と ど まっ て し ま うも

の で あ る と し て い る 。 彼 ら は ， 浅 い 付 き合 い は 上手 に

こ なす こ とはで きて も深 い 付 き合 い に は 困難を き た す

者 が 多 く， 自分自身 の 内面 の 情緒状態 に 目を向ける こ

とを回避 し， 自分 自身 の葛藤か らも目を そ む け る傾向

が 見 られ る と さ れ て い る 。
こ の こ とを踏 まえる と本研

究で の第 3 ク ラ ス ターは
，

こ の 「ふ れ 合 い 恐怖的心性」

に 非常に近 い もの と推測 さ れ る 。

　 最後に ， 第 4 ク ラ ス ターは ， 「無関 心型」自己 愛人 格

であ り総合的な対人恐怖心性 に ， 自分が有能 で あ る こ

と を認識 す る こ とに よ っ て 対人恐怖的な心性を増長 さ

．せ ， そ れ と は 逆 に 自分 を主張 する こ と に よ っ て対人恐

怖心性 を低減さ せ て い る 。 ま た ， 自分 自身 に 対 し て は ，

注 目 さ れ た い と い う欲求 や 自分 を有能 で あ る と認識 す

る こ と に よ っ て 対人 恐怖 心性 を増長 さ せ ， 他者 を含ん

だ 場 面 で は 自分 を有能で あ る と感 じる こ と に よっ て 対

人恐怖 を増長させ て ， 人か らほめ られ た い で ある とか

自分 を主張 し た い と思うこ と に よ っ て 対人恐怖的 な心

性 を低減さ せ て い る 。
こ れ は，自らを主張す る こ と に

は 何 の 気兼ね も し て は い な い が ， 自 らが誇大 的な存在

で ある と感 じる こ とで は多少 な り と も不安 を増長 さ せ

て い る こ と が予想 さ れ る 。 「無 関心型」とは言 っ て も自

己愛の 側面 か ら
一

方 で は 不安 を増長さ せ る 要 因が存在

し た り，

一
方で は不安を低減 させ る要因 が 存 在 した り

し て い る こ と か ら，自己愛か ら
一

様で な い 影 響 を受 け

て い る こ とが示 され て お り， 必ず しも全て の 面に お い

て 自己顕示的な傾向 を示 すわ けで はな い こ とが 示唆 さ

れ た 。

　 と こ ろで ，第 1クラ ス タ
ーと第 3 ク ラ ス ターで は ，

重回帰式の 説明率が 第 2 ク ラ ス タ
ーと第 4 ク ラ ス タ

ー

に 比較 して 著 しく低 い 値 を 示 し て い る 。
こ の こ と を勘

案す る と 自己愛 の 影響 を受 け て い る と し て対人恐怖 を

説明 で き る可能性がある の は 「過敏型 」自己愛人格 と

「無関心 型」自己愛人格の 2 つ の サ ブ タ イプ で ある こ と

が 考え ら れ ， 第 1 ク ラ ス ターと第 3 ク ラ ス タ ーで は直

接的 に 自己愛の 因果 関係の 影響を受けて い る とは説 明

し き れ な い の で は な い か と解釈す る の が妥当で あろ う 。

　 こ の よ う に対人恐怖心性 と自己愛傾向 の あ い だ に は

い くつ か の サ ブタイプ が あり，臨床的な知見 と も少 な

か らず
一

致す る 点 も多 く見 られ る。し か し，本研究で

示 さ れ た 知見は ， あ くま で健常な青年
一

般 に お け る 心

性 レ ベ ル に お い て の 分類 で あ る た め ，

一
般青 年 の 特徴

として の 独 自 の 分類 で あ る と も言え る 。

　 本研究で は
“
正常群

”
に お い て の対人恐怖 と 自己愛

の 関連 に つ い て検討し て お り ，

一
般的 な青年の 心理的

な傾向を理解す るの に非常 に 有用 な視点 を提言 して い

る も の で あ る と 思 わ れ る。し か し， こ の サ プタイ プ分

類の 妥当性な ど推測 の 部分 も多 く残さ れ て い る の は事

実で あり，今後更なる臨床 的 な知見 や実証 的な知見を
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あわ せ て検討 して ゆ くこ と が必要で あ り対人恐 怖 と自

己愛の サ ブ タ イ プの 特徴 を明確 に して ゆ くた め に種々

の 心理 測定尺度 との 関連や影響を考察 し て行 くこ とが

望 まれ る 。

　 また，今後 の 研 究課題 とし て 自己愛傾向は家族関係

との 関連 に 大 きな関心が 向け ら れ て お り， こ れ らの 関

連性 を 明 ら か に し て ゆ く こ と も今後の 重 要な論点で あ

る 。 また ，
こ れ まで 青年自身 を調査対象 と した 研究は

い く ら か見 られ て い る が ，そ の 両親 を調 査対象 と した

研究は数少な い 。 こ う した方 法 に よ っ て ， 自己愛傾向

と家族関係に つ い て の よ り幅広 い 知見が 得られ る 可能

性が あ る こ と もお お い に 考 え られ る 。

　そ して ， そ の 上 で さ ら に縦断的な検討 も視野 に 入 れ

た詳細 な家族 関係 の 中 で の 対人 恐怖 と自己愛の 関連 を

明 らか に して ゆ く必要 もあ る と考え ら れ る。
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　　The 　present　research 　aimed 　at　analyzing 　the　relation 　between　anthropophobic 　tendency 　alld　narcissistic

personality ，　 Questionnaires　about 　anthropophobic 　tendency 　and 　narcissistic 　personality 　were 　completed 　by

336university　undergraduates 　and 　graduate　students （199　women ，137　men ；average 　age ： 19：7　years ）．　 The

results 　were 　as　follows：Asignificant　llegative 　correlation 　was 　found　between　anthropophobic 　tendency　and

narcissistic 　personality；some 　patterns 　of　anthropophobic 　tendency 　and 　narcissistic 　personality　were 　inter・

fused．　Cluster　analysis 　revealed 　4　subtypes 　of　anthropophobic 　tendency 　arld 　narcissistic 　personality：Pure

anthropophobic 　type （Cluster　l），　hypervigHant　type （Cluster　2），　commu −phobic 　type （Cluster　3），　and 　ob1Mous

type （Cluster　4）．　 Clusters　2　and 　4　were 　greatly　influenced　by　narcissistic 　personality ．　Narcissistic　personal −

ity　was 　positively　related 　to　anthropophobic 　tendency ．

　　　Key 　Words ：anthropophobic 　tendency，
　narcissistic 　personality，　university 　studellts
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