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自己嫌悪感 と 自己形成の 関係に つ い て

自己嫌悪感場面で 喚起 され る 自己変容の 志 向に 注 目 して

水　間　玲　子
1

　自己嫌悪感 に は その 体験 か ら自己形成 に 向 か う可能性が あ る と指摘さ れ る 。 本研究で は ， 自己嫌悪感

を 体験 す る場面 に お い て ， 否定的 な 自己 の 変容 を積極的 に 志 向す る 態度を
“
変容志 向

”
と し，そ れ と他

の 変数と の関係 に つ い て検討し た 。 変容志向は 口頃 の 自己内省 に よ っ て 可能 と なる こ と，未来 イメ
ージ

が 肯定的な こ と と関連する こ と，同時 に，それ に よ っ て 自L！嫌悪感 に とらわれ る可能性 もあ る こ と， ま

た
， 日常の 自己嫌悪感体験頻度 に よ っ て も促進 され る こ と ， を仮説 と し て設け た 。 質問紙調査を行 い ．

そ れ ら に つ い て検討し た 。 調査対象は大学生 ・大学院生 255名 （男 子 ／28名，女子 ユ27名） で あ っ た 。 そ の 結

果，自己嫌悪感場面に お け る 変容志向は，普段か ら自己 内省 の 程度 が 低 い 者 に お い て は 他 よ り も低 い こ

と，未来 イ メ
ージ カ消 定的 で あ る場合 に も高 くな っ て い る こ とが明ら か に さ れ た 。 ま た ， 自己嫌悪感体

験頻度 が高 い 者 に お い て 変容志 向 の 程度 も高くな っ て い た が，変容志 向に よ っ て 自己嫌悪感 へ の と らわ

れ の程度 が 高ま る わ け で は な い よ うで あ っ た、
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問題 と 目的

　自匸ユ嫌悪感 とい う感1青は，水間 （1996a ＞に よ る と
砧

客

観的事実は ど う で あれ，否定的な感情や事象が 自分 自

身 に 由来 す る と し，自分 が 自分自身 の こ と を い や だ と

感 じる こ と
”

と定義 さ れ て い る 。 自己 嫌悪感は ， 自尊

心 と強 い 負 の 関係 に あ る が （水間，1996a ），そ れ は 単 な る

肯定 的 な 自己 感情 の 裏返 し で は な い 。そ もそ も， 感情

に お ける否定性 は肯定性 の対 に と どま ら ず，そ れ が 独

自の 意味構造 を も っ と い う こ と は 以 前か ら指摘 さ れ て

い た （cr 、溝」．．，1999 ；水間、2〔〕〔｝2）りそ して ，自己嫌悪感 と

い う否定的感情 の もつ 独 自の 性質 を最 も特徴 づ け る も

の は
， 佐藤 （LIOOO の 述 べ る よ うに ， 今 よ り も も っ と肯

定的な方向 に あ る 自己 を求 め る心 性 と共に存在す る ，

自己へ の否定的感情 と い う点 で あ る と思 わ れ る。

　た と え ば梶田 （199D ，鈴木 （1992｝ は否定的な事 熊が

契機 とな っ て 「自分」 に 注意 を向 けざ る を得な くな る

こ と を，遠藤 ・西 （1993） に お い て は 自己 の 内面的特性

へ の 関 心 は 否定的 な 側 面 で まず芽生 え ， そ れ を乗 り越

えよう と す る営 み が み ら れ る こ と を，そ れ ぞ れ 指摘 し

て い る。こ こ か ら は，自己 に 対 す る否 定 的 感情 か ら 自

己形成 へ とつ な が る可能性を よ み と る こ とが で き る 。

　あ る い は逆 に ， 自己形成過程の 中で ．自己嫌悪感 の

よ う な 自己へ の 否定的感情 を体験 す る こ と を示 唆 す る
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研究 も あ る 。 自己 形成を志 向す る 営 み が 最 も顕著 に み

ら れ る の は青年期 で あ る と さ れ て い る が （e．g．， ビ ・ ・．

ラ
ー，1969：HaU ，1904：梶 田、19SS；北 村，1962； シ ；

．
1．プ ラ ン ガー、

1973）， そ の 時期 に は 青年の 内面 は否定的な様相 を呈 す

る こ とが知 られ て い る、実証的 に も，そ の 時期 に は 自

己 の 否定的な側面 に つ い て の 記述 が 多 く 仙 田，1981），

性格 や 容姿 の 否定的 な 側面 に つ い て 強 い 関 心 を も っ て

い る こ と （宮沢，19謝 ， そ し て 青年の 自己 評価は概 し て

低 い こ と 伽 藤，1977）な ど，そ の こ と を支持す る報告 は

多 い 。こ れ らの 指摘 は，自己へ の 否定的感情 が し ば し

ば自己形成 を志向す る営み と共に あ る こ と を示唆 し て

い る 。

　 この よ う に ， 自己嫌悪感 が 自己形成 に お い て 意味 あ

る体験 と して位置 つ くこ と 自体 は従来 か ら指摘 され て

い る。そ の 意味 で ，青年期 の 自己形成過程 を考え る 上

で ， 自己嫌悪感の 問題は 重要な位置を i！iめ て い る と い

うこ とが で き る 。 こ の こ とが ，自己 嫌悪感 と い う否定

的事 象 に ，単 に
，

“
自己 に 対 す る 不適応 的な状態

”
と い

うこ と以 トの 意味 を持 た せ て い る所以 と い え る。

　 し か し な が ら ，自己嫌悪感 を体験 す る こ と と 自己 形

成 的 な 営 み を 展開 し て い くこ と と は イ コ ール で は な く，

自己 嫌悪感 自体 に 価値 が お か れ る わ けで は な い こ と に

は 注意 し な けれ ばな ら な い 。自己嫌悪感 を体験 す る と

い う こ と自体 は，そ の 者 が 否定的 な 感情状態 に あ る こ

と を示 す 。 青年期 に お け る 自己 嫌悪感 が 自殺 に ま で 至

る可能性を も つ こ と も ， 自己嫌悪感 の も つ 否定的側而
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を El亅象づ け る （桐 田，1992 ，シ ュ プ ラ ン ガ ー．1973 ；宇 野，

1978）。 その ような否定 的な感情体験 が ，い か なる場合

に そ れ 以上 の
“
自己形成

”
とい う 意味 をもつ もの へ と

転化 す る の か 。 両者 の 関係 を 示 唆 す る 記述 は 多 い も の

の ，その 点 に つ い て の 実証的 な検討は あ ま り な さ れ て

い な い 。

　そ こ で本研究で は ， 自己嫌悪感を体験す る場面に お

い て ，ど の 程度 自己形成へ の志向性が 見受け ら れ る の

か に注目す る 。
こ こ で は ，

“
自己嫌悪感 を体験 す る 場而

に お い て ， 能動的に 自己 の 問題 に 取 り組み ， それ を変

容さ せ て い こ う とす る こ と
”
，すな わ ち，その 自己 の 否

定性に 対す る
“
変 容志向

”

を自己形成的な態度 と して

と らえ る こ と と し， それが他 の い か な る変数 との い か

な る関係 に お い て 理 解さ れ る の か に つ い て 検討 し て い

くこ とを目的 と する 。

　 白己 嫌悪感 と い う体験 を通 し て 自己 の 問題 に 取 り組

み，結果，自己 嫌悪感が 自己形成へ と つ なが っ て い く

営 み に つ い て は，「劣等感や 自己嫌悪に悩ま さ れ る な か

で ， 青年は実は 自分 を よ り深 く凝視 し，自己 確立 に 向

か っ て成長 し て い くp そ の 苦 しみ が 深 けれ ば深 い ほ ど，

落ち 込 ん だ暗 い 底か ら這 い 上が る努力が必要 に なるの

だが ，
こ の 努力 こ そ が 彼 ら を 人間的に成長さ せ る」（速

水、1・9．・S3，　p ．147），「自己 の 現状 を恥 じ，自己像の根底に あ

る価値観 に 疑 い を さ し は さ み，に せ の 自己
2
を嫌悪す る

こ とが あ っ て は じ め て ， 青年は新 しい 自己改革を願 い
，

未来 を 志向す る価値基準 を求め，本当の 自己 を確立 し

て い く こ と が で き る」（荻 野 、1978、Pp．424−425）な ど と説明

が な さ れ て き た と こ ろ で あ る。

　 こ れ らの 見解か ら は，自己嫌悪感 とい う体験 を自己

形成 へ とっ な げて い くに は ， ま ず ， 自己 に深 く向き合

い
， 否定性 を問題 と して 受 け止 め る態度を有 し て い る

こ と が 必須で あ る こ とが予想 さ れ る。佐藤・落合 〔1995〕

が ，自己 嫌悪感の問題性の 所以 は ， その 感情 と深 く関

わ る と こ ろ の 否定的自己 直視 へ の 抵抗で あ ろ う と指摘

し て い る こ と を ふ まえる と， 特 に ，自己 の 否定性 を直

視 で き な い 者 に と っ て は ，自己嫌悪感 は 適応 に 負 の 影

響 を大 き く与えて し ま う否定的体験 と し て の 意味を付

与 さ れ る に と どまる と思われ，そ こ か ら積極的 に 自己

形成 が 展開 さ れ る と は 考 え に くい 。 こ こか ら ， 個人 の

’
　 こ こ で い う 「に せ の 自己 1 と は，親 や他者 か ら与 え られ た ま

　 まの 価値 や 自己 概念 に 従 っ て 生 き る 自己の こ と で あ り，「本 当

　 の 自 己」と は，そ れ ら を打 破 し，自分 な りに 価値 や 自己 概念 を

　 再 編 成 した 自己 の こ と で あ る。そ し て彼 は，現在 の 自己 を積極

　 的 に 否定 す る こ と で 心 理 的 な 死 を体験 し ， そ の 結果人 か ら 与 え

　 られ た もの で は な い ，真 の 自己 との 出 会 い が 生 まれ る の だ と述

　 べ る の で あ る s

普段 の 自己内省 の 程度が低 い 者，中で も， 内省の際に

否定性 を直視 す る こ とが 出来 ない 者 の 場合，自己嫌悪

感 を体験 して も，そ こ か ら否定性 の 変容 を志向し た り

す る こ と は 少 な い で あ ろ う と予想 さ れ る。

　 ま た ， 荻野 （1978）の指摘に もあ る よ うに ， 否定的状

況 に お い て ，そ れ まで と は ちが う新た な あ り方を志向

す る 心性 に は ， 未来を志向 す る 態度 も包含 さ れ る と 思

わ れ る 。 な ら ば，否定的自己 に対す る 変容志向は ， 未

来 に 対 す る 漠然 と し た 肯 定的 イ メ
ージ と も密接 に 関

わ っ て くる と考 えられる。た と えば，自分 の 短所 や 不

足 に つ い て 考 え る こ とは 「反省 に な り」 「人格 の 向上」

の 基礎 に な る と述 べ た も の が 相当あっ た と い う中高生

を対 象 に した 調査 結果 估 川，1960）や ， 白己 を 否定す る

こ と が ，i自己 の 向上心」に 裏打 ち さ れ た も の の 場合 も

あ る と い う大学生 を対象と した 調査結果 構 上，1997）な

どか ら は，未来 の 自己 に お け る肯定性 を期待す る中で

現在 の 否定性 が と ら え ら れ る場合 に，否 定的状況 が 自

分 の成長 の糧 として 意味 づ けられ るで あ ろう と考 えら

れ る 。 な ら ば ， 未来に対 す る イ メ
ー

ジが 肯定的 で あ る

者 に お い て ， 自己嫌悪感か ら の 含定性の変容志 向が よ

り高 くな る と予想 さ れ る。

　 と こ ろ で ，
こ こ に あげた ， 否定的 自己 を直視 す る態

度や ， 未来に対す る肯定的イ メ ージな ど との み
．
変容志

向が関連す る の で あ れ ば，ど ち ら か と い う と そ の 志向

性は ，
ご くポ ジ テ ィ ブ な積極的な姿勢 と し て 解釈 され

る 。 しか しなが ら，
こ こ で 検討 して い るの は自己嫌悪

感 と い う否定的休験 を 介 し て の も の で あ り ， 必 ず し も

全面的 に 肯定的な もの で あ る と は 限ら な い と思わ れ る 。

そ れ は 以下 の 2 点 に お い て 指摘さ れ る。

　 1 つ は ， 否定的な 自己 に 積極的 に 取 り組 み
，

そ れ を

変容さ せ て い こ う と す る こ とは ， か えっ て その 否 定的

感情 に と らわ れ て し ま う事態 を引き起 こ す の で は な い

か と考 えられ る点 に お い て で あ る 。

　 否定的感情 に 直面 し た 際 に ，そ れ を低減す る た め に

！ljい ら れ る 反応様式 と し て は ， 自己 を肯定 し うる 基準

に ま で 引き一ヒげ よ う とす る変容志向的な もの と共 に ，

否定性 を感 じさ せ る 自己 か ら意識 を回避 す る と い う対

処が 存在す る こ とが 知 ら れ て い る （Gibbons＆ XNJicklund，

1976 ：Greenberg ＆ Musham ，19．　81；Steenbarger＆ Aderman ．

1979＞。特に ， そ の 際 の 否 定性 を生 ぜ しめ た 比較基準 へ

の合致が難 し い 場合 に は ， 感情低滅 の た め に は 意識 の

回避 とい う対処 が とられやす い こ と も指摘 さ れ て い る

（Carver ＆ Schcler，1981＞。自己 嫌悪感 の 場合 も，そ の 否

定 的感情 は 実験 的 な 状況 に お い て 生 起 した
一

時 的感情

とい うよ りは，自らの 人間性 に 関わ る領域か ら生 じ て
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い る こ と も多 い よ うで あ る （水固，1996b ｝。そ の た め，
一

時的 な 行動 に よ っ て は解決さ れ な い と こ ろ に t 因 して

い る こ と も少な く な い と考え られ る。す な わ ち，自己

嫌悪感場面 に お い て 否定的 自己 を 変容 さ せ て い こ う と

志向す る こ とは，自己 嫌 悪感 に と らわれ て し ま う こ と

に つ な が る可能性もあ るの で ある。

　 も し も ， 自己嫌悪感 を低激 し ， そ の感情か ら解放 さ

れ る こ と の み を 目的 とす る な ら ば，凵

．
定的感情 を抱 か

せ る 自己 か ら 意識を 反 ら し，そ の 否定性 を 意識 か ら は

ず して しまう方が ， よ り有効な対処で あ ろ う と考え ら

れ る。あ る い は，自己嫌悪感か ら の 解放 とい う点 で は，

そ の 否定性を変容 さ せ よ う とせ ず に そ の ま ま引き受 け

て し ま う こ と も有効 な対処 の 1 っ で あ ろ う 。 自己受容

の 研 无に お い て も，自己 の 否 定 的 側 面 に 対 す る 態度 よ
，

特 に 車要 な問題 と し て
．
認識さ れ て き た 塙 木

・
徳水 1989，

溝 上，1999）。 自己 全体 を あ る が ま ま に 受 け入れ る と い

う，
“
自己 父杏

”
ま で に は 至 らな く と も， 少 な く と も そ

こ で 問題 とな っ て くる否定的 自己 をそ の ま ま引き 受 け

て い こ うとす る こ と に よ っ て，自己 嫌悪感 に と ら わ れ

る よ うな事態か ら は 逃れ られるで あ ろ う と予想 さ れ る

か ら で あ る 。

　 こ の よ うに ，自己嫌悪感場 面 に お け る他の 反応 と比

依す る と ， 否定性の変
．
容を志向す る こ と は，自己嫌悪

感 と い う感情へ の 対処 と い う点 で は ，あ ま F）即効的 な

もの とは い え な い の で は な い か と 思 わ れ る 。 の み な ら

ず，時 に は その 志向性 ゆ え に 自己嫌悪感へ の 固右 を生

じて し ま う可能性 も指摘 され る の で あ る。

　も う 1 つ は ， そ の 志向性 が ，日常 に お け る 自己嫌悪

感体験 の 多さ故 に 高 ま っ て い る可能性が指摘さ れ る点

に お い て で あ る
。 自己の 否矩．性が個人 に と っ て ご く重

妄 な領域 に 関 わ る もの で あ る よ ）な 場合，そ の 問題 が

個人 の感情 に 与え る影響 も大 き い （cf．揃 上 ，1999）。古 定

性が 日常の生活感 1青に も景
／
鏝 を与 え る よ うに な り， 自

己 嫌悪感力 冂常 に i1い て 頻繁 に 体験 され る よ う に な る

と，個人 の 積極的 な 意志 に よ っ て と い う よ り は，そ の

体験頻 度 の 故 に ， 否定性の変容を 志向せ ざるを得 な く

な る の で は な い か と予想さ れ る の で あ る。頻 繁 に 自己

嫌 悪 感 力 体験 さ れ る と い う こ と は，た と え， 意誠 を 回

避 して感情を
一

時的 に 低汲 した と して も，す ぐ意識に

．ヒっ て くる ほ ど問題性 の 高い 否定性 な の で あ ろ う と考

え られ る か ら で あ る 。

　少 な く と も こ れ らの 点 に お い て，自己 の 否定性 に対

して 変容 を志向 す る と い う こ と は，自己嫌悪感場面 に

お け る 他 の 反 応 と比 べ て ， 否 定 的 な 側 面 を 伴 う fif能性

が ある こ とが 指摘 さ れ る。しか しな が ら ， 自己 嫌悪感

の 低減 の み を求 め る 反応 は ， 肯午期 に 向き合 うべ き 白

己 の 問題 力 うの 逃避 に な っ て い る の で は な い か ， あ る

い は ， そ の 場 しの ぎの解決 に終始 して い ない か ，と い

う点に お い て ， 自己 形成過程 を考える上 て は，必 ず し

も肯定的な意味づ け を付与す る こ とが 出来 る とは 限 ら

な い も の で あ ろ う．こ こ に お い て ，自己嫌悪感 垪 面 に

お い て 否定性の 変容 を志向す る こ との特徴が 示 さ れ る

と思 わ れ る。

　 以 上 を ふ ま え
， 本研究 で は

， 自己嫌悪感 と い う  定

的感情 が
，

い か に して 自己形成へ と つ な が っ て い くの

か に つ い て 明 ら か に し て い く 。 そ こ で ，自己 嫌悪感 場

面 に お け る
“
否定性 の 変容志向

”
を自己形成的な営 み

に つ なが る反応 として 焦点 をあ て，それ以外 の 反応様

式 と して 先に 指摘 した ，

“
否定性 の 回避

”
お よ び

“
否 定

性の 受容
”

と の 比転 も加 え な が ら ， 検討 をすすめ て い

くこ と とす る。

　 自己嫌悪感場面 に お ける 否定性 久 容志向の仮説に つ

い て は，以下 の よ う に ま と め られ る。自己嫌悪感場面

に お け る否定性変容志 向は，自己 内省 の あ り方 ， 特 に
，

舎定性 も含め て 自己 を見 つ める態度 に よ っ て 可能 に な

る も の で あ る。ま た そ れ は，未来 に 対 す る 円 定 的 イ メー

ジ と も深 く関わ り を も つ
。 そ の 意味で は，否定的感情

を女機 と して は い る も の の ，否定性亥 壽志 向 に 対 し，

ご く肯定的 な 側而 を  摘す る こ と が で き る 。 た だ し そ

れは，自己嫌悪感 に とらわ れ て し ま う状況を 専 く可能

性 が あ る 点 ， お よ び ， H 常に お け る自己 嫌悪感体験 の

項度の 高さ に よ っ て 促進 さ れ て い る 可能性力 指摘 さ れ

る点 匚 お い て ，そ の 志向性 は必 ず しも肯定的 な側面 の

み を もつ わ け で は な い 。以 ヒの事柄 は 具体的 に は以下

の 仮説と して 示 さ れ る 、，

　仮説 1 ： 自己内省の 秤皮 の 低 い 者は，自己嫌悪感場

面 に お い て 否定
’
鬥
．
の 変容 を 志向 す る 程度が f也と比 べ て

低い u

　 仮説 2 ：未来 に対 す る イ メージ が 肯定的 な 者 は，自

己嫌 悪感妨面に お い て 台定性の変容を志向す る4 度が

他と比 べ て高し 

　仮説 3 ： 自己 嫌悪感場面 に お い て 否定性の変容 を志

向す る 者 は，自己 嫌悪感 に と らわ れ て し ま う1 度 が他

と比 べ て 高 い 。

　仮説 4 ： 日 常 に お け る 自己 嫌悪感体験 の 項度の 高い

者は ， 自己 嫌悪感 琉 面 に 才
’
い て 否定 H の 変容 を 志向 す

る不丁 度 が他 と比 べ て高い 。

　 こ れ っ の 仮説 を 検討 し て い く と と も に ，自己嫌 悪 感

体験場而 に お い て想定さ れ る他 の 反応様式 C‘否 定rlの 回

避
’

お よ び   定 r の U
〜
i”） に つ い て も あ わ せ て 検剖

．
し，

N 工工
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・

そ れ ら と の 比較 を行 い なが ら，否定性変容志向の もつ

．
肯定性 と否定性の両面 を よ り明確 に 示 し て い く こ と と

す る。

方 去
、 
’

対象

関西地区 の 大学 生 ・大学院生255名 （男 ∫ 128名，女 子 127

名）。 平均年齢 は20．4 （SD＝3．9〕歳
：

。

調査内容

　以下 に 示す調査内容
4
を含む 冊 子を作成 した。表紙 に

「自分 に 対 し て ど の よ う に 思 っ て い る の か を調 べ る た

め の調査」で あ る 旨を記 載 し，配布
・
回収 した 。

　  自己嫌悪感の 体験頻度　日常に お ける自己嫌悪感

体験 の 程度 を 測定 す る た め に ， 水間 （1996a）に よ る 自己

嫌悪感 尺度 21項 目を用 い た 。 「非常 に あ て は ま る」〜「全

くあて は まらな い 」 の 5 件法。

　  自己内省に 関する項目　佐藤 ・落合 （19Y5） に よ っ

て 作成 された，普段の 自己内省に関す る 15項日。 こ の

尺度は ，

“
自己 を振 り返 る機会 の 程度

”
，
“
自己 を見つ め

る水準 の 深 さ の 程度
”

，

“
白己 の 否定的な部分 を直視す

る関 わ り方 の 程度
”

を表現 し た 項 目か らな る。「
．
非常 に

あ て は ま る」〜「全 くあ て は ま ら な い 」の 5件法 で 回答

を求め た 。

　  自己嫌悪感場面で の各反応 の 程度　自己嫌悪感を

体験す る場面 に お い て ，

“
合定性の 変容を志 向す る 程

度
”

7項 鬥と共 に ，
“

否定性を 回避す る程度
”

7 項 目 ，

“
否定性 を引き 受 け る程度

”
5 項 目 に っ い て も 同様に呈

示 し，各項 目 に っ き ， 「非常に あて はまる」〜「全 くあ

て は ま らない 」 の 5 件法で 回答を求 め た
5。

　   自己嫌悪感へ の と らわ れ の程度 　「な か な か そ の

こ とが 忘 れ られ な い で い る」，「そ の こ とが 気に な っ て

仕方がな い 」な ど自己嫌悪感 に と ら われ て し ま っ て い

る状態 を示 す 5項 目 を
“
自己嫌悪感 へ の と らわ れ の 程

度
”

の 項 目 と し て   と同様の 教示下 に お い て 呈示 し，

同様 に 回答を求め た 。

　  未来イ メ ージ　都筑 c1993）に よ る未来イ メ ージ尺

度 を用 い た 。 未来イ メージ尺度は 「不 ゆか い な
一

ゆか

い な 」， 「空 虚な
一
満ち 足 りた 」な どの 20個 の 形容詞対

か らな る SD 法尺度 で あ っ た 。 各対 の 問 を 7 段階に 区

切 り， 該当す る と こ ろ に ○ をっ ける よ う求め た。

結 果

得点化 の 手続き と基礎統計

　自己嫌悪感場面で の各反応 の 程度　各項 目 に つ い て

「非常 に あ て は ま る」を 5 点〜「全 くあて は ま ら な い 1

を 1 点 と し，そ れ ぞ れ 評 定の 段階に応 じ て 得点化 した。

自己嫌悪感場 面 で の各反応に 関す る項 目を対象に ， 最

尤法 ・プ ロ マ ッ ク ス 回転 に よる 因子分析を行 っ た結果，

TABLE 　1の 通 りの結果が得 られ ， 各因子 に 高 く負荷す

TABLE 　1　 自己嫌悪感場面 に お ける反応様式の 項目
a）

項 ヨ 内 容 撃準 罷 慰

1
　 欠損値の ある データ に つ い て は分 析 ご とに 除 外 し た。そ の た

　め，分 析 に よっ て こ れ よ り少な い 人数 が対 象 とな っ て い る場 合

　 も ある。

　　自己嫌 悪感 尺度の 後 に ，他 の 研究者 に よ る 自己嫌悪感 に 関す

　る項 目も17項 目挿 入 して い た が
， 分 析 で は 用 い な か っ た た め，

　 こ こ で は 記載 を省 略 す る。
s

　 項 目に つ い て は，対 人 場 面に お け る葛 藤の 対処 （梶 田，1970．

　1988，藤 森 ・藤森 1992），ス トレ ス に対す る対 処 （和 Fi ・鄭 ・

　郭，1993＞，孤独感 の 対処 方略 （広 沢．1985，1987 ；宮 下 ・S”J1［，
　1993）等，対処様 式 に 関す る 議論 に お け る見 解 を 参考 に しなが

　ら ， 自己嫌 悪 感場面 に お い て
“
変容 を志 向す る こ と

”
，

C5

そ こ か

　 ら意 識 を 回 避す る こ と
”
，
“
否定性 を引 き受 け る こ と

”
を そ れ ぞ

　れ 測 定 す る項 目 を独 自に 作 成 し た 。な お ，こ れ ら の 項目 は作成

　時 は臨床 心 理 学 の 院生 2名 と相談 した 上 で 作 成 され，さ らに 青

　年心 理 学 者 2 名 と共 に構 成概念 と の 照 合を再 度行 い ，信頼性 の

　検討 な どの 項 目 分 析 を行 っ た，，本研究 で は ，そ の 結 果 t 残 され

　 た項 目 を対象 に 分 析 を進 め る．

［第1因子 ：否定性変容志向因子亅

15そのことを何とか改善してい こうと丁る

玉7そのことについ て考え、何とかしようと思で

ユO．そのことにつ いて反省して何ヒか変えて IS，1うと思う

5，そのことをどうすれば変iてい 1ノるかを考える

4 そのことを克服するた酌にいろんなことをやってみようとする

2了もっ ヒョ分を高めてい こうと努力しようと思う

1 そのこ Lをビうすればいいのか考える

1第2因予：否定性回避因子．
1S．そのこ とはあまり気にre’らない

ti．そのことは丁 ぐに忘れて い る二とが寄い

28、その ことは別に気にならず普段と変わらない

3．その こ とはあまト：1気にせず他の ことを考える

20．そのことはなか っ たことにしてしまう

L／fiその ことについて考えない ようにする

凱 何か他のことをして気を続らわす

［第3閃孑 ：台定性受容囚子」

14、いやなヒころがあるの1訓±方がない のだと思う

　S 目分にはいやな面があっても仕方がない ヒ思う

13自分は二ん なものだ郭 、っ きる

23、それも自分だとあきらめる

　2．そのこ とは仕万がない のだL思う

S．・7［） −1〕1ア　 」〕β5　 739

791　　　oor，　　　1｝4Y　　　652
．7s5　 1〕31 −1〕m　 647
72：1　 ．Ll6　−．i〕8Z　 ．499
、蔭76　　．1〕94　−．117　　　4呂5
脚 　

一
』45　 1臼5　 ．4L6

．59呂　　　、099　　、053　　．39S

一．093　　．729　−　i〕66　　．55け
．1）31　　．571　　．1〕5〔1　　．464
．OL2　 ，61s　 ．046　 ．4t／2
−．〔IO7　．615　 』66　 ．4L／！！
一
』76　 ．6U9　 』〔）1　 、419
−
　@＿　D　e　2　　　　　　@　＿　5　2 　　　　　一　　　〔ト　5　4　　　　　　　　　2　
．1Z9　．｛ 軽　．03 上　，ユ

．OL3−．log 　s73 　6

−．CI15　　−　023　　　689　　　4
，二〇4　　　．242　　　．647　　　5

036　　．032　　．626　　　，L
−．1］3　−、O 拓　　475 　．Z

因了間 相嘶 列

III −

8 ［II−．3， ｛1　

9

／ t ） 　 こ れ ら の 項巨 に回 答 し ても ら う際のig　 hk は 以 下の

りで 　あっ た 。 「 あなた が 『 自 分 が い や だ』とか ， 『 自分 が き

い だ1 　 と か感じ る とき ， そ の「 い やな 自 分 』に つ いて 実際

ど うし が 　ち で あ る か を考 え て みてく だ さい 。次 の 項目 に ど

く ら い あ て 　 は まる で し ょ うか 。 該 当する と こ ろ にC ） を つけて

ださ い 。 ［ な 　お ， この教 小 下に お い て， こ れ らの 項目と併 せて T

うLE2 に示 　 す “ 自己 嫌 悪 感 へ
の

と ら わ れ の項 目 ” に つ い

も 同 時 に 回

を
　
求め た 。 N 工 工一 Eleotronio 　
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る項目が 3 つ の 反応様式 を示 す 下位 尺 度 を な す と解釈

さ れ た。各下位尺度 の α 係数は第 ］因子 の も の か ら順

に，α
＝．87C〕，．801， ．800で あ り ，

一
卜分 に高い 値が 得 ら れ

た。各下位 尺 度 の 項 目 の 得点 を 合計 し た もの を ，
そ れ

ぞ れ 構成概念に 応 じ て，
“
変 容 志 向得 点

”
，

“
回 避 得

点
”
，
“
受容得点

”

と した 。得点 の 平均値 は こ の 順 に ，

24、9 （∫ρ ＝4．7）点 ，
17，5 〔Sρ＝4．6）点 ， 16．ICS’D 　＝　3．7）

点 で あ っ た 。

　自己嫌悪感へ の と ら わ れの 程度　 自己嫌 悪 感 へ の と

らわ れ に 関 する項 目 に つ い て も同様に得点化を行 い ，

α 係数 を検 討 した。結果，α
詈．855と

一
卜分 に 高 い 値 が

得 られ た た め ，
こ の 項 目の 得点を合計 した もの を

“
と

ら わ れ得点
”

と し た CL、BLE 　2）。得点 の平均値は 13．8点
〔、S
’
f．）　・．・13＞ で あ っ た。

TABLE 　3　 自Ll内省に関す る 15項目 の 因子分析結果

項 目 勺 窘
剤

TABLE 　2　 自己嫌悪感 へ の と らわ れ のユ貝 目
ω

回車∫1　因†　一ン
　 　 　 　 　 　雌
　 1　 ｛［　 ［［1

［弟1因† 内当埠国

　3自分のことをh百した卩気r やんだ）す　　．IS．」，s

　1自
．
と　う人1 『　いて，，　 めぐら  L とttoる

　
’
　e”，目昂二つ 1 て考えるこ．ト動

一テ’にない
’

ti
自t　二とぱE一广なり1

．
　ろL・1ろfit，ている

5段からE，S¢ し　 レ 、勧 返っ てみろ
一

はあ　1な1．・，1

［箒 匠τ
1
麹 鰌 子：

8b1 こ　　て昇して　
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11．そ の こ と しか 考 え ら れ な い て 　 7

16．そ の こ とが t− ．v＿な っ て 什 方が な い

19．他 の ＿とに集 中す る こ とカ ！｝来 な い 」い る

22．他 の こ と は 考 え ら れ な し
’t一

し る

」 ll巨、」1L」I

　 　 　 　 I1　 4S4

　 　 　 　 川　 v”，　 囗

Il〕
　

’
の つ い て 廴 る項 目は，逆転珸 日で あ る、，

tt）
　 自己嫌 悪感 場 曲 に お け る反 髭 様 式 の 項 凵 と 同 じ 教

．
i ドに お

　 い て 回 答 を求 め られ た ，，

　 自己内省の程度　自己 内省 に 関す る15項 ［に つ い て

「非 常に あて は ま る」 を 5 点〜「全 くあ て は ま ら な い 」

を 1点 と し，そ れ ぞ れ 評定 の 段階 に 応 じ て 得点化 した。

逆転項目 は逆 に 得点化 し， 囲子 分析 （最尤法・プロ マ ッ ク

ス 1・「匚） を行 っ た 。 固・角値 1 以 上 の 因子 は 3 つ で あ っ

た 。 そ れ ら は佐滕・落合 C1995）が理論的 に構成概念 と

し て掲げた 通 りの 3 因子 と同様で あ り，第 1 囚子か ら

順 に ，
“
内省頻度因子

”
，

“
対象化因子

”
，
“
否定性「自視因

子
”

と名付け ら れ た （
’
［
’
AISLE　3）G

。各因 子に高く負荷す る

項目か ら な る下位尺度 に お け る ク ロ ン バ ッ ク の α 係数

は ， 第 1 因了 の もの か ら順 に ， α
＝ ．835，α

一．803，
α
＝．762で あっ た。各下位尺度の 項目の 得点を合計 した

もの を，そ れ ぞ れ ，

“
内首頻度得点

”
，

“
刈象化得点

”
，

“
否

定性直視得点
”
と よぷ 一と と した。得点 の 平均値は順 に

20．4 （．S
’
t
’
）＝3．4） 点，17．1 〔Sp ＝37 ）点 ， 18．0 （SJ．）＝3、4）

点 で あ っ た 。

　自己嫌悪感の 体験頻度　各 瑁 日に つ い て 「非常に あ

て は ま る」を 5 点〜1全 くあて は ま ら な い 」 を 1 点 と

し ， そ れ ぞ れ計 定 の 段階 に 応 じ て 得点化し た 、 21項 目

b

　 佐藤・落 合 （1995＞ l　Sい て は，こ れ ら の 項 日 ま 1「勺省 す る機

　会の 少 な さ」因子 と 「嫌 悪 的側1唾 一幌へ の 抵抗．1因 」 の 2 つ に 分

　 け り れ て い た が，本研九 で は 佐酔　落合 （1995） が 自1ヨ作 戊 時 に

　
一
又 定 した 3区「子 に 分 か れ た た め ，こ れ を そ の ま ま採用 した，，

に お ける ク ロ ン バ ッ ク の α 係数を求めた と＿ろ，．944
で あ っ た 。こ の 2ユ項 目の 合成得点 を

“
自己嫌悪感得点

”

と した 。 自己嫌悪感 得点 の 平均値は 62．7 （Sl）＝17（｝）点

で あ っ た。

　未来イ メ ージ　木来 イ メージ に つ い て は ， 未来 イ

メ ージ尺度 に お け る形容詞対 の 左端 を 1点〜右恥 を 7

点 と し て得点化し た。 こ の 得点化 に よ り， 得点 の 高 さ

は未 来イ メ
ージ の 肯定「生を示 す 、， 20項 F｝に 抑 ける ク ロ

ン バ ッ ク の α 係数 を求め た と こ ろ，．919で あ っ た。こ の

20項 目の合戊得点を求 め，
“
未来 イ メージ得点

”
と した 。

未来思 識得点 の 平 均値 は91．6 （SD ＝17、5＞点で あ っ た。

自己内省 と否定性変容志向

　仮説 1 を検討 す る た め に ，自邑内省の程度 に関す る

各得点 に よ っ て被験者 を 3群 に 分 け ， そ れ ら を独立 変

数 変答志 向得点 を従属変数 と した
一
亥 因分散分析 を

行 っ た 7。その 結果 ， 変容志向得点は 自己 内省 に 閨す る

各得点 が 低 い 者に お い て他よ りも低 し ・一と力 玉 さ れ ，

仮説 1 は支持さ れた 〔T ．、阻 ：4）。 下位尺度 ご と に み る

と，内省頻度に つ い て，得点 が 高 くな る に 従 っ て変容

志向得点 も高 くな る と い う関係が 孟 め られ た 。対 勢化

水準 お よ び否定的自己 直視 に っ い て は，特 に そ れ ら の

得点 が 低 い 者に お い て ， 変容 を志 向す る 有 度 が低 い と

ア

　 群分 け に お い て は ，得 点 の ［f 約 33％ の 者 を 高詳，T イ 約

　！lS％の 者 を低群，そ の 問 に f．置 す る 蓍を II．嘱 と し，で さ ！ た け

　 3群 の 度数 が等 し くな る よ う心 が け 　，以 後 の 分析 副 臣 t 祥

　分 け の ．基準 も＿れ と同 様 で あ っ た。

N 工工
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い う こ と が明 らか に さ れた。

未来イ メ ージ と否定性変容志 向

教 育 心 理 学 研
．
究　第 5］巻　第 1 弓

　続 い て 仮説 2 を検討 す るた め に ， 未来イ メージ得点

に よ っ て も被験者 を 3群 に 分 け，そ れ ら を独立変数 ，

変容志向得点を従属変数 と した
一

要因分散分析 を行 っ

た。その 結果，変容志向得点は未来イ メ ージ得点 が 高

い 者 に お い て 低 い 者よ りも有意 に 高 くな る こ とが示 さ

れた （TABI．E　4）。

否定性変容志向 と自己嫌悪感へ の と らわれ

　仮説 3 を検討す る た め ， 変容志 向得点 に よ っ て被験

者 を 3 群 に 分け，そ れ らを独立変数，と らわれ得点を

従属変数 と し た 要 因分散分析を行 っ た。そ の 結果，

TABLE 　5 の 通 りで あ り，変容志向得点に よ る有意 なと

らわ れ 得点 の 差 は み られ な か っ た。 こ れ に よ っ て仮説

3 は 支持 されな か っ た 。 変容を志向す る こ と に つ い て ，

そ れ が 自己嫌悪感へ の と ら わ れ を導 い て しまう と い う

否定的側面は指摘さ れ なか っ た ，，

自己嫌悪感の体験頻度と否定性変容志 向

　仮説 4 を検討す る た め ， 自己嫌悪感得点 に よ っ て被

験者を 3群に 分 け ， それ らを独立変数 ， 変容志向得点

を従属変数 と し た
一

要因分散分析 を行 っ た 。 そ の 結果 ，

低群 ・中群 よ りも高群に お い て 角
’
意 に 高い 得点が 示 さ

れ ， 仮 説 4 は支持 さ れ た （T ，VBI ．ll’i）。

自己嫌悪感場面 に おける他の 反応様式に つ い て

　変容志向の 特徴をよ り明 らか に す る た め に ，自己嫌

悪感場 面 に お け る他の 反応様式 に つ い て も同様 の 分析

を行 っ た。

　 自己嫌悪感 を低減す る と い う点で は，否定的な自己

の変容を志向す る よ り もそ こ か ら意識 を回避 し た り ，

それ を そ の ま ま引き受 け て しまお うとした りす る方 が

効果的で あ ろ う と予想 さ れ た 、、そ こで ま ず ，
こ の 点 に

っ い て検討を行 っ た。回避得点 に よっ て被験者を 3群

に 分 け，そ れ を独 立変数 ， と らわ れ 得点 を従属変数 と

した
一

要因分散分析 を行 っ た 。 そ の結果 ， 岡 避得点 が

低 い 者に お い て，他 よ りも有意 に と らわ れ得点が 高い

こ とが 示 さ れ た （TABLE 　6）
。 受容得点 を 独 立 変数，と ら

わ れ得点 を従属変数 とす る　要 因分散分 析 も同様 の 手

続 き に よ っ て 行 っ た結果，こ こ に お い て も ， 得点 が 低

い 者に お い て ， 有意 に と らわれ得点 が 高い こ と が 明ら

か に さ れ た （TABLE 　6）。

　 日常 に お け る 自己嫌悪感体験頻度 と 回避得点，受容

得点 の 関係 に つ い て は，自己嫌悪感体験頻度の 得 点 に

よ っ て被験者を 3群 に 分 け，そ れ を独立変数 ， 同避得

点，受容得点を従属変数と した
一

要因分散分析 を そ れ ぞ

れ行 っ た。そ の 結果 は TABLE 　7，
　 TABLE 　8 の 通 りで あ

り， H 常に お ける 自己 嫌 悪 感体験 頻度の 高い 者 は ，他

よ り も回避 得点が有意 に 低 い こ と が 明 ら か に さ れ た 。

TABLE 　4 自己内省 の 程度，末来イ メ ージ，自己嫌悪感体験頻度に よ る変容志向得 点 の 違い

独 立変数 各 群 に お け る変容志 向得点 の 平 均値 と標 準 偏 差 F 値 群 間差 （Tukey ）

内．
省 頻 度 低群 瞬＝72）　　中群 （71＝1〔｝5）　　高群 （n − 75）　　 f

’
（2，249）＝25．798 “ ’

低く 中く 高
”

　 2上．92
（St丿＝4．88）

　 24．67
（SI）＝4 ．60）

　 Z7．33
（・SD ＝4 ，22）

対象 化水 準 低群．（71−．8η　　 中群 （η τ91） 高群 （π ＝73） F （2，248 ｝＝3．2Bl＊ 低 く 高
’

　 23，60
（SD ＝4．26）

　 25．Dl
（SD ＝4．62）

　 25 ，51
〔5D ＝6．04）

否 定性直視 f猛君芋Of＝85）　　　　匚＃群 （71 ＝8ユ） 高1群 （i2 一83） F （2 ．246）− 7．6ユ5’キ

　 25 ．70
（5P ＝5．46）

低 ぐ 中 ・咼
榊

　 23．32
（∫P ＝4．30）

　 25．6s
（SD ；3．59）

米
．
来 イ メ

・一
ジ 低群 くn ＝8D 　　 中群 （n ＝86）　　 高群 〔n

一s・t） ノT （2．248）＝4 ．173‡

　 25．59
（∫D 　：＝5．01）

低 く 高
＊

　 23．44
（SD ＝5，38）

　 25．03
（sD 一4 ．44＞

自己嫌 悪 感体 験頻 度 　　低 群 ＠
＝88）　　 中群 ＠二83）　　 高““（n − S2）

　 26、20
（SD − 4 ．39）

F （2．25〔））二5．949．， i

　 23　88　　　　　　　　　　23．96
（SD ；5，49）　　　 （Sl）＝4 ．77＞

低 く 高
s ’

中 く 高
’

” Pく．01 ，

＊
Pぐ05

TABLE　5　変容志向得点に よ る と らわれ得点 の 違 い

独立 変数 各 群 に お け る と ら わ れ 得点 の 平 均 値 と標 準偏 差 F 値 群間差 （Tukey ）

変容志 向 低 群．碗 一73）　　 中群 瞬 幕95）　　 高群 （n＝82） f’ （2 ，　247）；1．774

　 13．Y4
（寵 丿＝4．27）

11．S．

　 JZ，93
（SD −4．50＞

　 14，16
〔、S
’
D ＝4 ．33）
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TABLE 　6　 否定性 回避
．
， 否定性受容 の程度に よ る と らわ れ 得点の違 い

独立変数 各群に お け る と らわ 才し得点の 平均イ直と標．準f扁鑑 b
’
値 群間 差 （Tukcv ）

否 定 性 1旦［避 低群 （；7＝81） ［
．
1
．
唱羊（〃

＝87） 1觜え洋（Pi＝75） F （2．24f）〕＝19、320＊± 低 〉 中 ・高
”

　 ⊥5．93
（8孟）

− 4．86）
　 13．1｝8
（50 ＝3．61〕

　 12、23
〔50 　 3．63）

否 定
’t’［受．容 低 群 （12＝84） 中群   ＝9．　rl） 高群 〔1

・
i＝71） F 〔2，246）＝9 ．399串k

　 ⊥5．工7
〔5五冫一．4．67♪

　 ］3．54
（．s
’
D ＝3．67）

　 12．2：i
（SD ＝4．39）

低 〉 中
’

低 〉 高
“’

おsP

く、〔｝ユ，　
”
カ（．〔ユ5

TAIsLE　7　 自己 嫌悪感得点，自己内省 の 程度，未来 イ メ
ー

ジ に よる 回避得点 の 違 い

独立 変数 各帯．に お け る回 避得点 の平 均 値 と標準偏差 F 値 群 問差 （Tukey ）

自己嫌 悪 感体験 頻 度　 　低 S￥（
’
n ；85〕．

1ぎ133
（SD ；4．60｝

中君羊〔i：− s2） 高群 （n
−
79） F 〔L，Z43）＝7．169脚 ／氏

　 ユ828

〔∫P ＝’t．70
　 15．97
〔S／）＝4．121

内 省頻 度 f氏群 （n − 7〔D　　　　中↑｝羊（η
一102）　　　β亅群 （n ＝73） 舌

’
（2、242）＝35．263串s

低 〉 中 冫 高
桝

　 L〔O，51
（、5ρ 一4．〔〕6）

　 17．44
（Sf．，一3．9］）

　 14．7S
（．s
’
D ＝4．34）

対象化 水準 f！，E群 （Vl＝86） L 卜「II！＃（・”1＝88） 高群 Q7＝7［）） み
’
（2、L？・d　1）＝5．861’

　 1呂．84
（．S
’
1丿＝4、56）

　 17．14
（St）＝4．4・D

　 16．46
〔sρ ＝ 4．63）

低 〉 中
￥

低 〉 高
”

古 定性 ［皇視 1氏君羊（7／
一．84） 中群 （π

＝79） 高群 ＠一呂2） F （2，242）＝ユ2，966tホ 高痔．氏一
　 亅9．o（i

（SD ＝4．41）
　 17．S7
〔Slフ＝4．rl5，

　 15，62
（∫1）＝4 ．74｝

米 来 イ メ
ー

ジ 低 群 （η
一78） 中群 （n

− 84） 高群 （lt＝82） h1（2．241）＝1．325 Tl，S．
　 17．18
（∫i）＝4．16〕

　 17、29
（．S
’
1丿＝’t　59｝

　 18．24
（．Slp＝4、98〕

llp
く．明 ，ヰP〈．05

TABLE 　8　 自己嫌悪感得点，自己 内省 の 程度，末来イ メ
ージ に よ る 受容得点の 違 い

独
．
ウ変数 各群 に お け る受容得点 の 平 均 偵 と標．準偏芹 F 値 群圖差 （Tukey ）

自d 嫌悪感体験 頻度　　低群 助 ＝87） 中群 （7183 ）　 　 高群 ＠ ＝82） F （2 ，249）＝．gci　li ns ．
　 亅6、17
的ρ

一
3、7D

　 ユ6 、43
（．ST）＝3．〔｝8）

　 15．64
（SD ＝4、26｝

内省頻度 「底君羊（1・1＝72）　　　　Ll．r召6−（n 』1〔｝4）　　　高｝洋（1z ＝ 75）

　 15．4b
〔8t）

−
1、23）

F 〔2，248）＝2．554＋ 低 〉 高
』

　 ⊥6．78
（．SO　　3．35）

　 16．〔19
（SI）；3．50｝

対 象化水準 低群 ＠ ＝86） 中群（1
・
1− 9D 高群 〔｝7 ＝73） F 〔2，247）　　1．143 1／．S．

　 田．31
（．s
’
t）＝3．28）

　 15．62
（、SD ＝3．77）

　 16．40
（∫1）＝4，14）

否定
「
性 直視 低＃g（n ＝85） 「‡1響洋（ブ，

＝8ユ） 高群．（J・1＝呂5｝ F （2，L48）＝．477 ns 、
　 ］6．39
（Sf） − 317 ＞

　 16．OO
（Sl）＝3．22）

　 15．85
（SD ＝4．59）

未来 イ メ ー．．．ジ 低君羊〔x，　 80〕 「「1群 〔yt＝S6） 高群 （Pt＝8・1〕
　 16．礪

一

〔SD 　　3．68）

F （2，247）＝．193 n．s．
　 16．23
（s
’
D ＝432 ）

　 15，90
〔SI）＝3．12＞

tp
く．IO

受 容得点 に つ い て は ，有意 差 は み とめ ら れ な か っ た ．

　変容志向得点 と の 比 較をね らい
， 自己 内省の程度お

よ び 未来イ メ
ージ との 関係 に つ い て も， 回 避得点お よ

び 受容得点 そ れ ぞ れ に お い て 変容志向得点 の 場 合 と 同

様 の 検討 を行 っ た。

　自己 内省 の 程度 に よ る 回避得点 の 違 い は ， TA ［lr．t・／ 7

の 通 りで あ っ た。個 人 の 自己 内省 の 程度 が 低 い こ と，

す な わ ち ，内省 の 機 会 が 少 な く， 対象化 の 水準 も深 く

な く．否定性 を直視 しな い と い う者 に お い て は ， 自己

嫌悪感場面 に お い て 否定性 を1可避す る程 度 が 高 い こ と

が 明 ら か に さ れ た。未来 イ メ ージ に よ る 圓 避得点 の 有

意な 差 は み と め られ な か っ た （TABLE 　7）c

　受容 得点 に つ い て の 結 果 は TABI．E 　8 の 通 りで あ っ

た 。 否 定性受容 の 得 点 に つ い て は
， 自己内省 の 程度 と
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の 有意な 関係を み と め る こ と が で き な か っ た e また ，

未来イ メ ージ に よ る受容得点 の 差 も有意 で はなか っ た。

自己嫌悪感場面 に お け る 3 つ の様式間の 関係

　自己嫌 悪感場面 に お け る これ ら 3 つ の 反応様式 ， す

なわ ち ， 否定性変容 志向 と否定性回避，お よ び否定性

受容 との 関係 を ピ ア ソ ン の 積率相関係数 に よ っ て 検討

した と こ ろ，TABLE 　9 の 通 りで あ っ た 。 否定性変容志

向は 否定性回 避 ， 否定性受容 い ずれ と も有意な負の相

関に あ る こ と ， ま た ， 否定性回避 と否定性受容 と は有

意な正 の 相関 に あ る こ とが 明ら か に さ れた。

TABLE 　9　 自己嫌悪感場 面 に お け る 反応間の 関係

否 定性変 容志向 否定性 回避

否定性 同避

否定性 受 容

一，371桝

一．267k＊ ．376纏

考 察

”p〈．01

　自己嫌悪感 は 自己 に 対す る否定的 な感情 の 1 つ で あ

る 。 しか し なが ら ， そ こ に は自己形成 へ と つ な が る可

能性が秘め られ て い る こ とが指摘 され て き た 。 本研究

で は
，

そ の よ う な，自己 嫌悪感 か ら 自己形成 へ と っ な

が る営 み に つ い て 明 らか に し て い くた め ， 自己嫌悪感

場 面 に お い て い か な る 場 合 に 否定的自己 の 問題 に 取 り

組 み，そ の 変容を志向しよう と す る の か に つ い て検討

を行 っ た。

　まず， 自己嫌悪感 と 自己 形成 と の 関連 に つ い て の こ

れ ま で の指摘か ら， 否定的 自己 の 変容志向は ， 自己内

省が 十分に で き る者 ， 特 に ，否定性 に も直視 し な が ら

自分 の 問題 に 向き合 え る者に お い て 可能 と な る で あ ろ

う と考 え，こ の 点 に つ い て検討し た と こ ろ ，
こ れを支

持す る結果が得 られ た 。こ れ は，従来描か れ て きた青

年的 な 自己 探求の 姿 と も合致す る もの で あ っ た 。 また ，

佐藤
・落合 （1995） に お い て は ， 否定的 自己 が直視で き

ない こ とが 自己 嫌悪感に お け る重要 な問題 と し て 指摘

さ れ て い たが，逆 に 言 う と ， そ こ で否定性を直視す る

こ と が で き る 場合 に は，自己嫌悪感 と い う体 験 を，自

己 を再構成 し て そ の 否 定性 を 乗 り越 え て い くもの と し

て い け る とい う こ と で は な い か と考 え られ た。

　 自己嫌悪感 を体験す る と い うこ とは ， 何 らか の 否定

的 な 出来事 の 後 に そ の 出来事 を 自己 に 帰属 し て と ら え

て し ま う こ とで あ る 。 坂本 （1997）は，そ の よ うな 傾向

が抑 うつ と結び つ く危険i生を指摘 し，自己 で は な く外

的 な こ と に 帰属す る こ と が よ い と 述 べ る。だ が本研究

で そ の よ う な否定的体験 の 多 さ と変容志向 と の 正 の 関

係が明 らか に され た こ と か ら は ， そ の よ う な否定的状

況 に 陥 っ た と し て も ， た だ抑 うつ に 陥 る と い う危険性

ばか りで は な く， そ こ か ら自己形成へ と導か れ る可能

性 もふ まえて よ い の で は な い か と考え られ た 。 そ し て ，

本研究 の 結果 に お い て も 自己 内省 の 態度 が 自己変容 の

志向に お い て 重要な要素 とされた こ と を併 せ て 考 え る

と，自己嫌悪 感 に 陥 っ た 際 に ， ど の 程度否定的 自己 を

直視 し，問題 と して と らえ る こ とが で き る の か が ， 抑

うつ と自己形成 ，
ど ち ら に つ なが る か の重要な分岐点

に な る の で は な い か と考 え られ た
。 内省 の 程度 に つ い

て は s そ の 程度の低い 者と そ れ 以外の者 と の 違 い が顕

著 で あ っ た こ と か ら，内省 の 程度が極端 に 高 くな く と

も ， あ る程度の 内省 をす る こ とが で きる者 で あれ ば，

自己嫌悪感を 自己形成へ とっ なげ て い くこ とが で きる

よ うで あ る と考 え られ た 。

　次 に ， 自己 の 変容 が 志 向 さ れ る場合 ， そ こ に は ， ［現

状 の 自己 は否定 的 で あ る が ，そ れ を こ れ か ら肯定的な

も の へ と変え て い こ う」 とす る未来 に 開 か れ た 意識 が

包含さ れ る と し，そ の意識は未来に対す る肯定的なイ

メ ージ に よ っ て も異 な っ て く る で あ ろ う と考え た 。た

し か に こ の 考 え方 は支持 された が ，こ れ まで の 研究に

お い て は ， 変容志向 に 反映 され るような未来 に 対す る

意識 の 開 か れ と未来に対す る イ メージが肯定的 で あ る

とい う こ と と の関連 を単純に
一

次元的に と らえ られな

い 可能性を示唆 す る もの もあ る。た と え ば，同
一

性達

成地位の者お よ び権威受容地位 の 者 は未来志 向的 で あ

リポ ジ テ ィ ブ に 未来を イ メージ して い る が，モ ラ トリ

ア ム 地位 の 者 は 未来志向的 で は あ る が 未来イ メ ージ は

同
一

性達成地位 お よび権威受容地位の者ほ どポジ テ ィ

ブ で は な い （都筑，1993〕 と い うように ，個人 の あ り方に

よ っ て 未来志向と未来イ メージ と の 関係が 異な る こ と

が 指摘 さ れ て い る。こ れ を本研究に あ て は め て み る と，

変容を志向す る こ と は，未来 に 対 す る意識が 開か れ て

い る こ と と は 思われ るもの の，未来 に 対す る肯定的イ

メージ と の関係 に つ い て は，さ ほ ど積極 的 に 支持さ れ

な い ケ ー
ス も存在す る こ と が考え られ る 。 個人 が い か

な る状 態 で 否定性の 変容 を志 向 し て い る の か を考慮 し

た 上 で の 両者の 関係や ， 否定性変容 に 対 す る志 向性 と

未来 に 対す る志向性 との直接的な関係 に つ い て も
， 今

後改 め て検討し て い く必要があ る と考 えられた。

　 と こ ろ で ， 本研究 で 検討 して い る 自己形成 的 な 意識

は ， 自己嫌悪感場面 に お い て そ の 否定性 の 変容 を 志向

す る と い う類の もの で あ っ た。そ の ため，変容志 向 に

お け る 否定的側面 に つ い て も，自己嫌悪感へ の と らわ

れ の状態 と の 関連，自己嫌悪感 の 体験頻度 との 関連 の

2 点 か ら検討 を行 っ た 。 その 結果 ， 自己 嫌悪感体験頻
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度が高 い 者 に お い て は 変容志 向が 高 くな る とい う結果

が 得 られ た が ， 変容 を志向 す る程度 に よ っ て 自己嫌悪

感 へ の と ら わ れ の 程度が 有意 に 異 な る と い う結果 は 得

ら れ な か っ た 。

　 まず，自己嫌悪感 を W 常 に お い て 多 く体験 して い る

者に お い て ， よ り否定性 の 変容が 志向され る よ うで あ

る と い う結果か ら は ， 問題部分で述 べ た よ う に，自己

の 否定性が Er常 に お い て も 自己嫌悪感 を頻繁 に 体験 さ

せ る ほ ど の もの で あ る場合 に は，そ の 否定性変容 を志

向せ ざ る を得 な くな る の で は な い か と考え る こ と が で

き る 。
こ れ は ， 自己嫌悪感の もつ 変容志向を外 発的 に

動機づ け る部分 と も い え る。だ が 同時 に ，変容志 向 は

先 に 見 た よ うに
， 否定性直視の 程度や H 々 の 内省態度

など に よ っ て 異な っ て くる 。 自己嫌悪感場面 に お い て ，

否 定的側而 も含め て 自己 と向き合うよ うな変容 を志向

す る こ と に よ っ て，日常 に お ける自己嫌悪感が よ り多

く体験 さ れ て い る可能性 も示唆 さ れ る 。 と こ ろ が ，自

己嫌悪感 へ の と ら わ れ の程度に つ い て ，変容志向 に よ

る得点 の 違 い が み られ な か っ た こ とか らは，少な くと

も変容を志向す る が 故 に 自己嫌悪感 が 増 大す る とい う

流 れ が 支持 さ れ る わ けで は な い と 考え られ る 。 よ っ て ，

変容志向そ の もの に よ る 自己 へ の 否定的影響を指摘 す

る こ と は で き な い で あ ろ う 。

　た だ し ， 変容志向得点 に よ っ て 自己嫌悪感 へ の と ら

わ れ が低減さ れ るわ けで はな く，自己嫌悪感場面 に お

け る と ら われや解放と い う点で は ， 変容志向はあ まり

関連 をもた な い よ うで あ っ た 。 こ れ は ， 自己嫌悪感場

面 に お け る他の 反応様式 と の 大 き な 違 い で あ っ た。自

己嫌 悪感場面 に お い て，否定性を回避 した り， そ の 否

定性 をそ の まま受容 して い こ う と した りす る こ と に つ

い て は，そ の 程度 の高 い 者に お い て 低 い 者 よ り も自己

嫌悪感へ の と ら わ れ の 程度 が 有意 に 低 い こ とが示 され

た 。 こ こ か ら は，自己嫌悪感 と い う感情 自体 か ら の解

放 と い う点 に お い て は
， そ の否定性を変容 し て い こ う

とす るよ りも，そ こ か ら意識 を反 ら し て し ま う こ とや，

そ の 否定性 を そ の ま ま引き受 け て し ま う こ との 方 が 効

果的で あ る こ とが 明 らか に された。そ して それ らは ，

変容 志 向と は有意 な 負 の 関係 に あ っ た。こ こ か ら は ， 変

容 を志 向す る こ とが ，や は りあ る が ま ま の状 態 を 受容で

きな い 心性を も示 す こ と が 示唆 さ れる。

　変容 を志 向す る こ と に よ っ て の み 感情 の 低 減を図 ろ

う とす る場 合 ， 実際 に 自己 の 否定性 が 何 らか の 受 け 入

れ られ る類 の も の へ と変容を と げた 場合 に は じめ て 可

能 に な る と患 わ れ る 。 しか し な が ら，実際 に は， こ の

ま ま で は い け な い ，何 とか 自分 を変 え た い と思 い な が

ら も， す ぐに は それ が か なわず，苦悩 して い る姿 もし

ば し ば描 か れ て き た と こ ろ で あ る （ag ．加 藤 】987）。そ れ

で も．変容志向 の 高 い 者 に お い て と らわ れ の程度が 高

くな っ て い る わ けで もなか っ た こ と をふ ま え る と，否

定性 の 変容を 志 向す る こ と と，R 己 嫌悪感 か ら解放 さ

れ る と い うこ と と は，相互 に 作用 しあ うもの とい うよ

りは ，独立 した次元 の 問題 と して 議論 さ れ る べ き こ と

が 示唆 さ れ た 。

　 な お，否定性の受容に つ い て は，自己 内省の 程度，

未来 イ メ
ージ の い ずれ との 間 に も積極的 な関係 を み と

め る こ とが で きな か っ た 。 こ れ は ， 否定性を受容す る

とい う こ とが ， 自己内省や未来イ メ ・一ジ な ど と は一
次

的な関係 に お い て と らえ る こ とが で きな い もの で あ る

こ と を示唆す る。ただ し こ こ に は ， 本研究 に お け る 方

法 上 の問題 も付随 して い る。す な わ ち，本研 究 で 扱 っ

た否定性受容 と は，否定的な白己 をその まま引 き受 け

よ う とす る態度 を示 すもの で あ る が ， そ の 際 ， そ の 態

度 が従来い わ れ て き た よ うな 自己 受容的な心性 に よる

もの で あ る の か ，そ れ と も，自己 に 対 す る あ きらめ に

よ る ．もの で あ る の か の 区別 が で きな い の で あ る 。 た と

えば前者 の 場合，それは十分 な自己洞察 に よ っ て な さ

れ る もの で あ り， ま た ， 自己受容と共 に 自己 に 対す る

旨定的な感情が抱か れ る と考 え ら れ （Rogers ，／951）， 自

己内省や末来イ メージ の 肯定性 との 正 の 関係が予想 さ

れ る。しか し な が ら，後 者の 場 合 ， 自己 を 肯定的 に み

た い とい う動機 そ の もの が放棄 さ れ て し ま っ て い る場

合 もあ り ， そ の 際 に は 自己 内省 や未来イ メ
ージ と の 問

の関係 は む し ろ 負 の もの に な る の で は ない か と考 えら

れ る。

　 こ れ は，変容志向 と未来 イ メ ージ との 関係 に つ い て

述 べ た と こ ろ に も関連す る問題点 と い える。本研究 で

は，自己嫌悪感場面 に お い て どの よう に 反応 す る の か

と い う点 に 注 目 した た め
，

こ の よ う な問題が生 じ て し

ま っ た が
， 今後 は そ の 反 応 の背景 ま で考慮 し な が ら検

討 して い く必要があ ろ う。

　自己形成を求め る 心性 は，まだ完成 せ ざ る 中途 の 段

階に お い て 見受 けられ る もの で あ る 点 か らも，そ れ が

い か な る個 人 に よ v て 求 め られ て い る の か に つ い て も

見極め て い く必要 が あ ろ う。本研 究 で は そ の 心性に お

い て 顕著な 否定性は指摘 さ れ な か っ た が，そ の 本人 の

現在 の あ り方を ふ ま え た 上 で の プ ロ セ ス を追 っ た 研究

に お い て ， 今後さ ら に 議論 し て い くこ とが 求 められ る。
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　Fee】ings　of　self・disgust　may 　be　comlected 　 with 　the　process　 c）f　self−development．　The　purpose 　of　the

present　study 　was 　to　examine 　this　relation ．　The 　followfIlg　hypotheses　were 　exalnined 　by　questlolmaire
lnethQd ； （1）tlle　illtellt量〔〕1ユ to　change 　the　Ilegative 　se ！f　when 　experiellcing 　feelillgs　of　self・disgust　would 　be
related 　to　daily　self−reflecti 〔｝11　and 　positive　future　inlage；〔2）the　intenti〔m 　to　challge 　the　negative 　self　wQuld

be　facilitated　by　the　frequen⊂y　of　experiencing 　feelings　of 　self −disgust　in　dai［y　life．　and 　possibi正ity　by　guides
to　adherence 　to　feelings　of　self−disgust．　 Participants　were 　255　univcrsity 　students （M 二 128，　F＝127）．　 The
results 　were 　as　foll〔〕圦 ls ：（1）The 　intention　to　change 　the 　negative 　self　was 　higher　in　th〔｝se　who 　reflected 　on

thenlselves 　very 　often ．　dcep］y　and 　withr ，し員　reactance 　facing　their　own 　negativity ．　（2）The　intelltioll　to

change 　the　negative 　self　was 　a　little　higher　in　those 、vhQse 　future　image　was 　positive、（3＞The 　interltion　to

change 　Lhe　negative 　self　was 　highcr　wllen 　the　frequency　of 　daHy 　experiences 　offeelil ユgs　of　se ［f−d孟sgust 　was

high　but　did　not 　guide　to　the　adherence 　tQ　self −disgust　feelillgs．

　　Key　Words ： feelings　of　se ！f・disgust，　self −deve］epment ，　illtentiOll　lo　change 　the　 negativc 　self
，
　self −

rc 冂cct｛on ，　future　image
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