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現代大学生 に お ける自己形成 とア イデ ン テ ィ テ ィ

日常的活動 と そ の 文脈 の 観
’
点 か ら

山　田　剛　史
＊

　現代大学生 の 冂常的 な 活動 は
，

どの よ う に して 自己形成に関わ る活動 と して機能し て い るか を明 らか

に す る た め に ， 大学生 141名 に 対 して 質問紙調査 を行 っ た 。 そ の結果，第 1 に ，自己形成的活動 に対す る

肯定的認 知評価 と 自我同
一

性 と の 関連 が み られ た こ とか ら ， ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 感覚 と い っ た 内的な 同
一性 の 概念が，外的な活動 に 対 し て付与 され た認知的評価 旧 己形 嘶 との 関連 に よ っ て形成 ・獲得さ れ

る こ とが 示 され た 。 第 2 に ，遊 び ・対人関係の成長志向的な文脈 や 生活習慣 の 生活重視的 な文脈 が充実

感 や 自己受容 を 支 え ， 授業 ・講義 に よ る 将来 の 見通 し の 文脈 や 自己研鑽の 成長志向的文脈 が 自Ll 目標 志

向性 を 支 え る と い う よ う に ， 自己 形成的活動 の 内容 は その 文脈 に よ っ て 異 な る機能を持 つ こ と が 明 らか

に され た。
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問題 と目的

　 こ れ まで の 心 理 学に お け る自己形成 に 関す る実証的

研究 で は ， 自己 形成は 漠然 と し た 形 で の 志向性 （cf、速

水 lf）98 ；梶凪 1988 ；菊池 1989） あ る い は理想 白己 に対す

る志 向性 （cf ．安達 ・菅 宮，21脚 ；井 ヒ．1999；水間．　lq．　9．　S、2〔｝02a）

と し て 概ね 規定 さ れ，検討 さ れ て き た。こ の よ う に ，

自己 形成は対象設定 の 有無 の 差 こ そあれ ， 概 ね
“
（認知

  志向性
”

と して 扱われ て きた、、山団 （LtoO3） は こ う

し た研究を概観し，第 1 に ， 自己形成の対象と し て 認

知的 （内 的〕 側面 へ の偏重 が 認 め ら れ る こ と，第 2 に，

志向性 とい っ た目的的側面 （未 来次兀 ）へ の 偏重が考 え

ら れ る と し た。第 1の 問題 に 関 し て は，自己 は 経験 に

よ っ て形成 され る と い っ た指摘 （水間，200Lb〕 や ， 人 は

経験 に よ っ て ，様 々 な価値 や 理想，自己概念 を つ く り

あ げて い き，自己 を形成 して い くと い っ た 指摘 購 上．

1999）か ら，今後は，内的側面 と外的側面両者の相互 行

為 に よ っ て 自己 形成 を捉 え て い く こ と が 重要 で あ る と

考え ら れ る。こ れ は
， 自己形成過程 に つ い て考え て い

く に は，結局 ，経験世 界 と 自己 との 相互作用 で あ る経

験を，個人 の 経験世界 に 沿 っ て考え て い く視点が 必要

に な る と い っ た 指摘 （水 間，2002b） や ， 青年心理 の 特質

をより深 く琿解す る た め に は ， 内面的な感情世界 と外

側 に あ らわ れ る生 活 態度 や 行 動 との あ い だ に あ る 有機

的な関係を明らか に す る こ とが 必要 で ある とい っ た指

寧
　 神 尸 大 学 大 学 院 総 合人 間科学研究 科

　 〒 51］6−OOI4 　大阪 巾城東 区鴫野 西 53 −1−9〔♪7

　 yaTllatuyo＠ nlaia ．eonet ．ne ．jp

摘 （森野 ・池．lz．19S6） も論拠と し て あ げ ら れ る。そ こ で ，

本研究 は ， 自己 形成を
“
凵常場面 に お け る行為 や経験

とい っ た （外 的 ）環境 と の 関 わ り を べ 一ス と して ， そ の

外的活動 と そ れ に 付随す る 内的活動 儲 感覚 や 評価 との

相互作用 に よ っ て もた ら され る 自己 の 発 達 お よ び そ の

過程
”

（山田，2003） と定義 し， 内的側面 と外的側面 の 相

互 関係 か ら 自己形成 に 迫 る こ と に した い
。 第 2 の 問題

に関して は，上記定義 に よっ て 自己形成を捉え よ う と

す る と，あ る 理 想 や 目 標 とい っ た 未来 の 認 知 的対象 （自

己陶 に 対す る志向性 とい っ た 日的的側面か ら の みで

は捉 え きれ な い 青年の 存在
・自己 形成 の 捉 え方 を仮 定

す る必要 が 出 て く る 。 そ う し た 青年 の 存 在 は
，

“
人 間

は
， 可能性 と し て は 自分 自身 の 日指 す と こ ろ へ と 向

か っ て 自ら を形成 して い くこ とが で きる が，す べ て の

人 が 現実 に そ ¢ ）よ う なあり方 を示す と い うわ け で もな

い
”

と 梶田 （1988｝に よ っ て指摘され て お り ， ま た 目的

的側 面 に 捉わ れな い 自己形成 の 捉 え 方 は 田 井 q982．

1990｝や 高橋 （1992）に よ っ て も指摘 され て い る 。 以 上 か

ら，本研究 で は， 自己形成を目的的側面（日常的活動 が将

来 の 理想 や 目標 と結 びつ い て い る 側面 と非 目的的側面 （円 常

的活動 が 明 確 に 将来 の 理 想 や 目標 と結 び つ い て い る わ け で は な

い が 現 在の 肯定 的な 評価 と結 び つ い て い る側面）の 両側面 か ら

捉え，その ような
．
肖定的側面 に よ っ て認知 され て い る

活動 を 自己 形成的活動 と して 規定す る。

　さ らに ， 本論で は 自己形成と深 い 関連 が あ り， 青年

（大学生 ）を理 解す る ヒで 重要 な テ ーマ で あ り，こ れ ま

で に数多くの 研究 が 蓄積 され て きた ア イ デ ン テ ィ テ ィ

に着 目す る 。 ア イデ ン テ ィ テ ィ 概念 は ， 基 本的 に は

し
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Eriks（m 理論 〔cf、　Eril　 un ．　IVsi〕） に 依拠 して い る わ け だ

力翼対罷”ナ ノ 　 ）と して Ma ：
・
cia ， ／．テ f ’

y ス 、去 C）’lut・cia ．1966｝

な ど も（r6 ．1
一
る が ｝，そ0）定義 に お け る 車 要 な 点 の

一
つ と

し て ，ア イデ ン テ ィ テ ィは 一
種 の

“
感覚 ｛ ells の

”
で あ

る とい うこ とが あげ ら れ る
1
。 そ の た め，種 々 の 研究 に

お い て は そ の
“
感．弦

”
を捉 え る た め の 尺 度開 発 Cef 冨

ド，Lt〕871RaSluu 　 e ・〕、1輯 ；R ・ 11tha1 、〔｝Ul
’
11ei ，＆ M 。 ・ re、

lgSヒ 砂 田、1979〕 が 行 わ れ て い る が，それ ら の 研究 で は，
“

そ の 感覚 が 一
体何 に よ っ て もた ら さ れ て い る の か

”

に つ い て の 問 い t＿は 答 え る こ と が で きな い で い る （cf

徐 2〔川 ｝
。 そ＿で ，そうした ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 形成・

獲得 ヒい っ た 問題 に 関 して ， 本研究 で は 先に 位置 づ け

た 白己形成 と の 関連を想定す る、，そ0）殫由 と して ， ア

イ デ ン テ ィ テ ィ とい っ た感覚も先 の 指摘同様 自動的 に

得 の れ るもの で は な く 日 々 の 生活 の 中で の 経験 に 基 づ

き形成 ・獲得され る こ とが 考 え られ，その こ と も射程

1 入れ て 本研究 で は ， 日常的汀動 を組 み 込 ん だ概 念 と

し て 自己形成を設定 して お り，そ う した 自己形成の 過

程 に お い て ア イ デ ン テ ィ テ ィ と い っ た 感覚 が 形成 ・獲

得 され る と考 え る か ら で あ る
2
。そ して，本研究 で は

様ヤ な 自我同
一

↑†に 関 す る 尺 度 の 中力
”
・ 谷 ｛

’
｛）Ol ） に お

け る 多 次元自我同
一
性尺度〔ME ［S〕をf吏用す る。その 琿

由 と して，本 尺 度 ぽ ， 従来 の 自我 同
一

性尺度 に r ける

問題点 を指摘し た ヒで ，伯頼性 や 妥当性 に 関 す る 詳 細

な検討が な され て い る こ と，
Eriksenの記述 と の 対応

関f系を意 浅 した．Lで ，　青年期　〔第 丶段 陛〕 固有 の 白我「司
一
性感覚の 多次元性に 着目して い る こ とが あ げ ら れ る。

　ま た ， 本研究で は 自己形成 の 対象 と な る ［常的活動

を， 個人 に とっ て の 重要性を考慮し た 形 で 抽出す る、、

そ の 理 由 に は ， Rogers（1！］51＞以 降取 り トげ られ て き た

　 ア イデ ン テ で J
”

イ研 究 ）全 て が
〜卜
嫡 彪

”
，み を扱一

，て い る と

い う ね け で は な い 。例 えば，Grvtei・ant 〔IVS7）／
b 高村 〔19 〕 〕

で は ア イ ア ン　 ィ テ E 形成 の 7 ロ セ ペ に
， 卞材 （19t）S、　Zll〔m て

｝

は 関 係性 と い
・
〕視 か ら み た ア f デ ン テ ィ テ ィ幵 哩 二そ れ ぞ

れ k 点 をあて た 倹討が 行 わ れ て い る 。本研 究で は ，i：に F 度研

究 の 土 俵 で扱 わ れ て い る ア イ　 ン テ ィ テ ィ 研 rt’）多 くが
L

感

覚
”

と して 捉 え て い る と い っ 意叫、ご 使用 して い る，こ の こ とと

関連 して ．岡田 OL）9S，） et，
“
ア イ デ テ ィ rf と い 慨 念 1士．

ト！体的’
珂 」動 や 態度 を記 述 した概念 て 1 广 く，そ の lf後　diる

茫 漠 と し た ，「様 　　場 面 での 1その 人 の 感 rli をu 己述 し た も ）

で ま ／
）
　
”

と指摘 し て い 7 、

　白し 形成 とア イ デ ン テ ィ テ ィ との 因 甲 「牛に 関 し ご，い ず れ か

が 先 衙 要 因 〔独立 変数，従属変数 とい っ た ［xl式 1 と して 機能
．
言

る とい う よ りは ，自己幵
4 成過手早に お い て ア イ　 ン f イ テ ィ の 感

覚 が ！ui れ ，そ う した ア でデ ン テ で ラ f の 戊 覚に よ 」て 自己形

成の 様相が 規定され ると い っ た相互依存的因果関係 （循環的因

果 関 係 ） と して 両 者 の 関係 は 位．置 づ け ・）tLる．，

理 想自己 と現実 自己の 不
一
致 と適応 を め ぐ るイ1升ズ の 変

遷過秤 ぞ

現れ た Moretti ＆ HigginS 〔199田 の 研究 が あ

げ ら れ る 。こ こ で は
， 対象 と な る理 想 自己 が 個人 に と っ

て 重哽なもの
ザ

なけれ ば適応 との関迪 ‡み られ な い こ

とが 示 さ れ て お り，そ の 抽出法 と して ア ・プ リオ リ L

特 定 領 域 を 設定 し な い Cf 体 雪十
”

を 号宀 L．．た ）自山記迩 が

用 い られ て い る．：そして，こ ）し た 方法 は溝 E“9！m

に よ っ て
“
内／l的視点 に よ るf固性記述的方法

”
と して

嵐 昌づ け られ て お O ，以降の ズ レ 研究 に お け る ・ 7 ダ

イ ム シ フ トを促 した，，こ の よう L 個人 に と っ て の 市 藪

性を 豹壱す る視点は，ズ レ 研究の み な ら ず ， 道 応 を問

題 とす る様 な な研究 に お い て も転用 L可能 な視点 で あ る

こ とか   ，本論 に お ける自己形成 の対象と な る 「1常的

活動 を抽出す る 「祭の 方法 と し て 導 入 す る。さ ら に，山

出 〔蜘 ．lb）は 上 記 」）f固件 己述的方法 に よ っ て 理想 自己の

観点 か ら 自己形成 に 関 す る研究 を行 っ て い る。そ こ で

は，ど の よ う た 理想 自己を抱 い て い る の か と い っ た 視

点 か ら 乱 は な く，そ れ が ど の よ う に 意味づ け ら れ て い

る の か と い っ た 視点 か ら検討 さ れ て お り ， そ の 潛義 が

磁．認され て い る，ま た 溝上 P 〔川 、2〔鵬 ）に お い て も，大

掌 生 固 有 の 意 味 ・文 脈 を 考慮 し た 自己 研 五の 積極的 意

義が 見出され て い る こ とか ら も， 本研究 で は ， ど の よ

丿な活動を あ げ て い る カ と い っ た 視点 か ら で は な く，

そ れ が ど の よ う に 個人 に よ っ て 意味づ け ら れ て い るの

か とい っ た視点 〔文脈｝ か ら検討す る。

　以 上 の 。義論 で は，1．自己 形 成 を，日的 的
一非 H 的的

両側 面を含ん だ外的側面と内的側1師の 相互行為的視点

力 5捉 え る 必要 が あ る こ と，2．そ う し て位置 づ け ら れ

た 自己形成過程 に お い て ，ア イ デ ン テ ィ テ ィ と い っ た

感党 力 形成 ・獲得され て い く と い う こ と，3．方法 1侖に

関す る 視点 と して ， 個人 に と っ て重 要 な領域 を抽出す

る こ と，そ の 背後 に 存 在 す る文 脈 を 考慮 す る こ と が 重

要 で あ る こ と をそ れ ぞ れ指摘した。

　そ こ で本研究で は，第 1の指摘か ら，自己形成 の 対

象 （外 的側 耐 と し て
“
活 動

”
の 側面 に 焦点 を あ て

， 自

己 lry成に 関わ る活動 を
“
自己形成的活動

”
と し て位置

づ け る。そ の際， 全て の 活動 が 自己 形成的活動 と して

機能 し て い る と は 限 ら な し た め
， 日常的活動 が 自己 形

成的活動 と して機能し て い るか 否 力 とい う視点 か ・捉

え な け れ ば な ら な い 。そ こ で，口常的活動 が 明確な目

的意 識 L 基 づ い て い る もの と，明確 な 目的 首 識 に は 基

づ い て し な い もの の そ れ っ の 活動 に 肯定的な意味付 与

が な され て い る もの と を捉え る た め，
“
自己形成的活動

に 対す る肯定的認知評価項目
3”

と し て項目化・測定す

る、， 第 2 の 指摘 力 》，　L記尺 度 と 自我 「司一性 尺 尺〔と〔／）
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関連に つ い て検討す る 。 そ して第 3 の 指摘か ら ， 自己

形成的活動 の 対象 と な る活動 お よ び そ れ を支 え る 文脈

は 選択 方式 で は な く， 内在的視点に よ る 自由記述方式

に よ っ て 抽出す る 。

　具体 的 な 自己形成的活動 に 対 す る 肯定的認知評価項

目 に関し て ， 3 つ の 下位困子 （「充実感」「自己受容」 「自 L
「

凵標 志 rf・JM／D か ら な る 尺度
a
を作成・

使用 す る 。
こ の 3側

面を取 り上げ た 理由 と して，「充実感」に 関 して，大野

q984〕 は
“
青年が 健康な 自我同

一
性 を 統合 し て い く過

程 で 感 じ られ る 自己肯定的 な感情
”

を 充実感 と し て 位

置づ け，そ の 充実感を構成す る も0）と して
“一

般 的充

実感
”

とい っ た側 面 を あ げて い る こ と，「自己 受 容」に

関 して は ， 梶田 〔1988）が 自己成長的な意欲や 態度を基

盤的 に 支 え る もの と して ，

“
自信 と 自己受容 に関わ る

軸
”

を 設定 し て い る こ と が あ げ られ る 。 ま た ，
こ の 2

側面は
“
個人が 重要視す る活動が 必 ずし も明確な 目標

を前提 と して い な い に もか か わ らず，そ こ で の 活動 が

個 人 に と っ て 充実 す る も の で あ り
，

また そ う し て い る

自分 自身を受容 して い る と い う意味 で の 自己形成
”

と

し て位置づ け られ， こ の 2側面 に よ っ て 支え ら れ る活

動 を非 目的的 な 自己 形成的活動 と して 位置づ け る。「自

己目標志向性」 に 関 して，こ れは従来の 目的的な文脈

で の 自己形成の 捉え方 を示す もの で あ り，その 重要性

は 水間 q998，200Lb ） や 梶 田 （IY88） な ど で 示 さ れ て い

る n こ の 側面 は
“
現時点 で 重要視す る 活動 の 前提 に 具

体的 で はない に して もあ る種の 目標や理想が存在 して

い る と い う 従来的な意味 で の 自己形成
”

と して 位置 づ

け られ ，
こ の 側面 に よ っ て 支えられる活動 を目的的な

自己形成的活動 と位苣 づ け る。

　ま た ， 本研究で は個人 の全般的な適応感を測定す る

自尊感情を取 り入 れ て い る 。
こ れ は ， 現時点に お け る

特定領域 に と らわ れ な い 個 人 の 全体的 な 自d に 対 す る

肯定的／ 否定的感情的評価を示す もの である 。 本研究

で 使 用 す る 自己 形 成 的 活動 に 対 す る認 知 評 価 項 目 は ，

個人 に と っ て 重要な活動 内容 に 対す る
“
肯定的な

”
認

／1

　 厳密 に 言えば，個人の 活動が 自己 形成的活勳 と し て 機能 し て

　 い る場合 に，その 肯定的側面 の み な ら ず否定的側面 も含 まれ て

　然 る べ きで あ るが，本研 究で は こ の こ と を意識 した 上 で，肯定

　的測面 に 焦点 を絞 っ た もの と して 捉 え る。
4

　 質問紙 ヒで は，こ の 3側 面に 加 え 1他者 ・友人 との 良好 な 関

　係性 」（例 えば t ／／Xl）をす る 上 で ．他者 や 友人 と の 関係 は 切 っ て

　 も切 り離 せ な い もの で あ るな ど，副 4項 目）と い う側 面 も含 ま

　れ て い た が
， 目的的一非 目的的 と い う 視点か ら 捉 え て い くと い

　 う本研 究 の 位 置 づ け 上，当該 項 目 を分 析 か ら外 した。なお ，当

　該項 目を 含め た場 合 と 外 し た 場 合 と で ，因子 分 析結果 （因 子 構

　造 ） に相 違 は み ら れ なか っ た c，

知評価で あ り， ま た そ こ で の 対象とな る活動は
“
全体

性
”

を反 映 させ た も の と して 抽 出 さ れ る n こ の よ うな

性質か ら も両者の 問に は あ る程度の 関連が 予 想 さ れ る

こ と か ら
， 本研究で は 自尊感情を使用 す る 。

　 こ れ ら よ り， 本研究 で は ， 第 1 に ， 具体的 な活動 を

対 象と し て ， そ れ に 付与され た 意味づ け に よ っ て捉え

ら れ る自己 形成 と ， ア イデ ン テ ィ テ ィ との 結び つ き に

つ い て検討す る こ と，第 2 に，どの よ うな文脈 に よ っ

て 支 え られ た どの よ うな 活動 が 自己 形 成的 な 活動 と し

て 機能 し て い るか に つ い て 検討 す る こ と を目的 と す る 。

方 法

調査協力者　近畿圏内の 大学生 141名 （男性 5Z 名、女 1’Y・／　S9

割 。平均年齢は 2LO1 （SD
− 3．38） で あ っ た。

調査時期　2001．年 7 月

調査内容　調査内容は 以下の提示順序で 1冊の 冊子 と

して 配布 した n

（1・1）　 日常生活場面 に お け る主要 な 活動内容 （3 個）を

自由記述 に よ り 表出 す る よ う求 め た 。教示内容 は 旧 々

の 牛活場面 に お い て，あなた が 実際 に 行 っ て い る様々

な 活動 や 関 わ っ て い る こ と，あ る い は 取 り組 ん で い る

こ との 中で ，特 に 重要だ と思 っ て い るこ とに つ い て，

以下 の 空欄 に 記入 し て 「さい 」 で あっ た。

（1−2）　上 記 3 っ の 記述内容 よ り，以 降 の 分析 で 対象 と

な る 活動 を限定す る た め，さ ら に 最 も重要 と思われ る

内容 1項 目を選定するよう求 めた。

  　重要活動 の 選 出理由の 記述 （文 脈 の 抽出）

　上記 （1−2）で選 定 した内容 の 選定理 由を自由記述 に

より表出す る よう求 め た （3 働 。教 示内容は ［（1−2）で

選択し た活動内容が あな た に と っ て な ぜ 最も重要で あ

る の か ， その 理 由に つ い て 以下の 空欄 〔1，2，3） に で き

る だ け詳 し く記 入 し て 下 さ い 。な お ， 記 述 の 仕方 は，

まず 1に 理由を記入 し ， さ ら に 1の 理 由を 2 に ， そ し

て さ ら に 2 の 理 由 を 3 に 記 入 し て 下 さ い
5
」 で あ っ た。

  　自己形成的活動 に対す る肯定的認知評価項 目

　本研究で は
， 自己形成的活動 に 対す る 肯定的認知評

価項 目を
“
R 常生活に お い て行わ れ て い る活動 に 対 し

て付与され る肯定的認知評価
”

と位置づ け る。そ の た

め本尺度で は ， 実際に個人 に よ っ て 表出さ れ た 重要 な

活動 内容 （上記 1．2 に相 当）を当 て は め 回答す る と い う形

式を取 る。例 え ば，「○○ を し て い る こ と に ，全体 的 に

は満足 して い る」と い っ た ように ●○ とい う形 で 提示

し， 「文中 の （）● に は先 に最 も重要 で あ る と して あげた

5 　 こ れ は よ り深 い 水準 の 文 脈 を抽 出 す るた め に 行 っ た 力法 で

　あ り，実際の 分 析 に は最後の 記述 を使用 した e

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

r11田 ：現代 ノ　 ｝ ：お 1 る ［
．
IL1形戊 ピ ア イ

．
i
． 105

項 Ell　C 当 て は め て 考 えて
一
ドさ い 」 と教示 を行 っ て い る。

こ の ノJ法 に よ り
， 内在的視点 に よ り抽 出 された活動 内

容 と 尺 度 得点 と が 密接 に 関連 づ け ら れ， LI．体的 な 外的

汗動 に 基 づ い た 認知的 。1緬 と し て 扱 ） こ と が 可能 に た

る．そ の ヒで ， こ こで は付
LJ

され る 肯定的認知計価と

し て ， 〔a 〕
“
個 人 に と っ て 最 も重 要 な 活 動 に 対 し て 現 在

感 じて い る充実度
”

を測定 す るた め の 「充実感」 f　 ti

目），（b〕
“
そ の 活動 を行 っ て い る 二 と に よ っ て 得 ら れ る

自d に 対 して 現在感 じ て い る受容度
”

を 測定 す る た め

の 「自己受容」 q 項 目），〔c〕
“
現在 の 活動遂行 と将来 の

目標や 理想志向 との 連結 の 程度
”
を測定す る た め の 「自

d 目標志 向性 」 σ 項 ID の 3側 面 Crl　I8J 目｝ を設定 し

た 。 な お ， 項 目 に 対 す る 評定 は ， 「あ て は ま る 」〔5ト ［あ

て は ま ら t ’い 」（Dの 5 件法で あ る。

（4．） 自尊感情尺度

　Rosellbergq965｝の 「sclf
−
eskem 　scale 二 を 畢 野 q97ω

が 訳 し た 1自尊感
’
「青尺度 11〔｝項 目 e 一

次 儿 ス ケ ー・／の を 使

用 す る。な お ，それ ぞれの 項 目に 対す る 評定 は，1あ て

はまる」（4｝〜「あ て はま り な い 」（1）の 4件法 で あ る。

◎ 　自我 同
一

性尺度

　本研究 で は ， 谷 脚 りD の 「多次元 白我同
一一

性尺度

（Mullidilllcll、　 enttl　Ege　ldentit｝ Scalc，MEIS ｝1を使 用す

る ． 本尺度 は ， 青年期 に お け る 同
一・

性 の 感覚の 構造を

測定 す る こ と を目的 と した b の で あ り，
“
同

・
性 の 感覚

に お け る自己 の 不変性お ．よ び時間的連続「生に つ い て の

感覚
”

を 意味 す る 「自己 斉
一一

性
・
連続

卩
［判 ，

“
白分 白身

が 目指す べ きもの ，望 ん で い る もぴ）な ど が 明確 に 芦哉

さ れ て い る 感覚
”

を意味 ≠る 「対 自的同
一

性　
“
他者

か らみ ら れ て い る で あ ろ う自分 自身が，本来 の 自分自

身と
一一

致 して い る とい う感覚
”

を意味 する 1対他的同

．一
性 1，

“
現 実 の 社会 の 中で 自分 自身 を 意味づ け ら れ る

と い う，自分 と社会と の 適応的な結び つ き の感覚
”

を

意味 す る 「心理 社会的同
一
性 1 と い っ た 4 つ の 下位概

念 か ら構成 され て い る。なお．各因子 5 項 llの 計 20項

日か ら な り，そ れ ぞ れ の 項 目に 対 す る評 定 は ， 「非常 に

あ て は ま る 」の 〜「全 くあ て は ま ら な い 1（1）の 7件法 で

あ る 。

結 果

1 ．各尺度の 分析結果

　自己形成的活動 に 対する肯定的認知評価項 目　全18

項 目の 項 日分析 を行 っ た 結果，項 日1〔1に 大 井効 果Cr　r・」

f［ 一標阜偏f 　 L阻 直）が み られ た た め 除外 した。17項 日

で 因 子 分析 〔最小
．’

耳
．
法 、Pr。max 　r鞠 〕 を行 っ た と こ ろ ，

固有値の落ち 込 み か ら も 2 因 子 で 解釈が ロ∫能で あ っ た 。

因子 ご との 仙頼性分析 を 行 っ た 結 果，第 1囚子 に 寄与

して い る項 目 7に 関 して，因子負何量 が ．376と さほ ど

高 くな い 値 を 示 し た た め 当
轟
垣 日を削除 し た 。残 っ た

16項 目で 舟度因 子 分析を行 っ た と こ ろ
， 複数因 臼こ 高

く負荷す る ， あ る い は低
’

負荷す る項 ［］が み ら れな い

こ とか ら も， 単 純構 造 の 2因 子 解 が 妥 当 と判 断 され た、、

こ の 結果 は，当初 之定 した 3 因子 と は
IIL

な っ て い る も

の
．
），第 1 因 J仁に は ， ［，lrEの （a ）と（b｝0）両者 が 含 ／れ て

お り，そ の 内容 か ら も現在 の 活動 に お け る充実感と自

己 又 容 は密接 に 関連 して い る こ とが ｝
．
分 に 伺わ れ る た

め， 2 つ の 側面 を 1 つ の 因子 とす る こ とは 妥当な もの

と思 わ れ る 、， よ っ て ， 第 1 因子 は 「充実感 と 自］索 容」

（U ）」E
’
｛目冫の Lkl　

’
／

：

と す る。め 2因 子 は 当初 の 設定通 り で

あ り 「自己 目標 志向 11」Ui項 凵）の 因
．
｝
”

とす る。こ れ を

も っ て 1自己舮成的活動 に 対 す る肯定的 ［1志知評価項 目」

とす る CIT、vuLf　 D 。 偏頼」生分析に関 し て ， 第 1因子 は

α 　．896，第 L） 因 子 は α
＝ ．SJri） と い ず れ も 1“iい 値 が 得

ド れ，信 粗 1生は 確認 さ れ た。尺 度 の 昇 積寄 与 1 は

56．42，6で あ っ た 。 な お ， 囚子 ご との 平均値 〔、沖 偏 〆〕

は ，第 1 因子 が 39．7慰 7D
「
P，第 2 因 子が 22．9／ u 図 で

あ っ た r，

　自尊感情尺度　全10項 囗 に つ い て ，室成分分析を

行．
， た と こ ろ ，

い ずれ の 項 目 も第 1 †成分 に 高 く寄
fy”

して い た こ と 〔576・一
一
）0 ，α 係数 が 全体 で ．879と項 口肖「」

除後よ り も高い 値を示 し て い た こ とか ら も，10項 凵
一

次 元 ス ケ ール と み な す こ と が 妥 当 と 号え ら れ た 。な お ，

平均値 〔怦 句扁幻 は，25．64 〔5 〕D で あ っ た 。

　多次元 自我同
一
性尺 度　本 尺 度 は ， 谷 〔2川 ） に よ っ

て 詳細 に その 信刺性 ・妥当性 が検討，碓認 さ れ て い る

こ とか ら，本研究で は，こ こ
『
L 融定さ れ て い る ’t つ の

ト位 尺 度 （「自 己 斉
一Il・連 幌 1」 2対 自 的 1司 ．’

制 　対 他 的 同
一・

性　「心理祉謡 胴
・
性 」） に某 づ き得点化 を行 う。信頼性

係数 は ，
II頂に α 　　．　S92，，902，．876，．S73 と 高 い 内的撃 合

性 ・信頼性が 確認 され た、、項目は各囚一f5 項日ず つ の

計2〔｝項 目 （7　f十脚 で あ り， 囚 子 ご と の 平均値 偲 瓢 　 〉

は，第 1 因子 が 23 ．64Cb4s），第 2 因子 が 21．02 〔6．41），

第 3 因子 が 20．24 〔5、5ω，第 4 囚子 が 21．85「 Io）で あ 一
丿

た。

2 ，活動内容の カテゴ ラ イズ

　 こ こ で は ， 自由 。己述 に よ っ て 表出 さ れ た 自己形 成的

活動 の 対象と な る活動内容を全記述 お よび重要項 目 ご

と に K」法 （ボ トム ア ッ 70tl デー颶 理 脚 に よ り分類 し た

結果，6 つ の 活動 カ テ ゴ リー，大学 に お け る 1授業 ・

講 義 に 関 す る 活動」「ク ラ ブ ・サ ーク ル に 関す る 活

動1， 学 外 に お け る 「ア ル バ イ ト活動」，場 所 の 限定 を
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TABLE 　l　 自己 形成的活動 に 対す る肯定的認知評価項

　　 　　目の 因子分析結果 撮 小 二 乗法、PmmaX 回転）

TABLE 　2　表 出 さ れ た 活動内容 の カ テ ゴ リー

項 目IAI容 FI　 　 F2 　 　 h：
’

tX
’
重bプノ　ラ．　：ブ　1丿　一一一び）内容　　　全言己述 （P旨）　　　最乖 要　〔9舌〕　　　遣莓孑尺孳三〔侮6｝

Flr充実感 と自己 受 容α0項 「1）1（a ＝．89〔1）
16、○（⊃を す る の は 楽 し い

19．OO を して い る と きは，自分 が 自分 で い

　 ら れ る と き で あ る

〔〕6．〔）○ を し て い る こ と で ，毎 日の 生 活 が 充

　 実 して い る

04．00 を して い る とき の 自分 が 好 き だ

Ol．○ ○ を して い る こ とに ，全体 的に は 満足

　 して い ろ

14．00 を す る こ と は ，今の 自分 の 支 え に

　 な っ て い る

1L （う（）を し て い る と，時 が た つ の を 忘れ る

　 こ とが ある

Ltl．QO を L、て い る の は ，周 りが そ う し て い

　 る か ら で あっ て ， 特 に 自分 で した い と

　 思 っ て い る わ け で は な い
“

｛）f｝．OO を して い る中で，臼分 ら し さ を感 じ

　 る こ とが で き る

｛12．oo ’
を す る こ と は ，自分 に と ．．

〕て 意味 の

　 あ る こ とで あ る

F21 自己 目標志向性 〔6項 冖）」 （α ＝．855）
12．（．〕○ を す る こ とは，将 来何か の 役に 、

‘
’：つ

　 と考 え て い る

22 ．〔：）（．）をして い るの は，目慓や 理 想 が ある

　 か らで あ る

15．○ ○ をす る こ とは，自分の 目標 や理 想 と

　 は 関 係 が な い
寧

e5 ，00 をする こ とで．自分の H標 や理想 を

　 実現 で き る と考 え て い る

2〔｝，○ ⊂）をす る こ と で ，何 か を得 る こ とが で

　 き る と 考 え て い る

17．○ ○を す る こ とは．社 会的に 見て も意味

　 の ある こ と で あ る

，踟 　　23 　 ．58
．79　　　．〔13　　．65

．77　　　．02　　．63

授業・講 義に 関す る活 動

クラ ブ ・サー
ク Jレ 活動

ア ル バ イ　ト后 動

白己研鑽 に 関 す る活動

文寸人 関係 に 関 す る活 動

生 活習慣 に 関す る 酒動

88（21．3＞　　　33（23．・i）
日3（12．8〕　　　3D（21、lt）
56〔13．5〕　　　 8（　5．7）
s9．（21 ．5）　 3Z（C2　L／．D
67q62 ）　 26（18．つ
61 〔重4 ．7）　 　 12（8．5）

37556

．6L4
．336
−（）

38．819
．7

．7：3　　 ．〔｝5　　．59
．71　 　 ．〔〕6　 ．52

414Cl｛川 、け〕　 141（1〔［〔L の

．67　　　．〔〕6　　．52

．61　 　．1〔〕　 ．42

．61　　，〔）1　　，45

．60　　、2．1　 ．6〔1

．47　　　．21　　．42

．13　　．83　 ．62

．【〕9　　．77　 ．61

．‘）6　　．75　　．61

．19　 ，71　 ，64

，〔）8　　　．64　　．51

．［｝2　　　．52　　．13

注〕選択 率 は ，各 力 t ゴ リ ーの 最 唄 要項 日 を 全記述 で 除 算 した も

　 の 。

（＊ は逆車云工貞目〉 因子問季目関 　　　．29

受 け な い 「自己 研鑽 に 関 す る 活動」「遊 び ・対 人 関係 に

関 す る活動」，お よ び主 に 家庭内 に お け る 「生活習慣 に

関す る活動」が 得 ら れ た （T ，x］sLE　2）。選択率 に 着目す る

と
， 「ク ラ ブ・サ ーク ル 活動」は最 も選択率が 高 く， 逆

に 「ア ル バ イ ト活動」 は最 も選択率が低 か っ た 。 記述

数 が 多か っ た 「授業 ・講義に関す る活動」 お よ び 「自

己研鑽 に関す る活動」 の 選 択率は中程度で あ っ た 。

3 ．相関係数に よる比較 ・検討

　自己形成的活動に対す る肯定的認知 評価と多次 元 自

我同一性と の 関連　自己 形成的活動 に 対 す る
．
肯定的認

知評価項目 と多次元 自我同
一一

性尺度の 関係を ピ ア ソ ン

の積率相関係 数 に よ っ て検討 し た （T ，yBLE 　3）。 そ の 結

果 ， 全 て の 変 数 の 間 に 0．1％水準 の 有意な相関関係 が 認

め ら れ ， 特 に 高い 柑関係数 （．350 以上 ）が得ら れ た もの

と して ， 自己形成的活動 に対す る肯定的認知評価項 目

の 第 1 因子 で あ る 「充実感 と 自己受容」 と多次 元自我

同
一
性尺度 （以 下 MEIS と表記 ）の 「自己斉

一
性 ・連続性 1

「対 自的同
一
性 1「心 理 社会的同

一
性」お よ び

“
現在 の

自己 に 対す る感情的評価
”

を測定す る 「自尊感情」 と

の 間に 有意な相関が み られ た。そ し て 第 2 因子 で あ る

「自己 目標志向性」と MEIS の 「対 自的同
一・

性」 「対他

的同
一・

性 」 お よ び 「心理社会的同
一

性」 との 間 に 有意

な 相関 が み ら れ た。性差 に つ い て，男性 は 女性 に 比 べ ，

「充実感 と自己受容 」に 関 して 「対 自的同
一

性」「心理

社会的 1司一性 1の い ずれ と も強 い 関連 を示 し，「自己目

標志向性 」 に 関 して 「自己斉
一

性 ・連続性 1「心 理 社会

的同
一
性」の い ずれ と も強い 関連 を示 した 。 女性は男

性 に 比 べ ，「充実感 と自己受容」と 「対他的同
一
性」と

の 間 に 強 い 関連 が 示 さ れ た 。

　自己形成的活動に対する肯定的認知評価 と自尊感情

との 関連　自己形成的活動 に 対す る肯定的認知評価 の

2側面 そ れ ぞ れ と 「自尊感情 」との 間 に ，O．1％水準 の

有意な正 の 相関が み られた。

4 ．活動文脈 を考慮 した自己形成的活動

　各活動領域 の 選択理 由 （文 脈）に 関す る カ テ ゴ リー化

各活動領域内 に お い て ， そ の 選択 理 由 を 内容 に幕 づ き

分類 し た
f’

（T 、1｛1．F・／4）。そ の 結果 ， 「授業 ・講義」で は ，

親に お金を出し て も ら っ て い る か ら とい っ た
“
学業遂

行 に対す る 意味 づ け が ， 直接そ の中身に 触 れ る も の で

は な く，他の 社会的 あ る い は個 人 的 理 由 に よ り選択さ

れ て い る
”

と思 わ れ る 「L 学業 へ の 間接的姿勢」，大学

に は学び た い もの が あ るか ら と い っ た
‘‘

学業活動の遂

行 が 本人 の 意 志 に 基 づ く もの
”

で あ る 「2．学業 へ の 能

動的姿勢」，そ し て 将来 の 仕事 に っ なが る か ら とい っ た

“

学業遂行 が 自身 の 将来 に 結 び つ くもの と して捉え ら

れ て い る
”

「3．将来
・
就職 へ の 見通 し」 の 3 つ

， 「ク ラ

ブ ・サークル 」で は，自分 を成長 させ て くれ るもの だ

6
　 記述 内容の カテ ゴ ラ イズに 関 して は，心 埋学 を専門 とす る も

　の 2名 の 評定の 結果，最終的 に 96．5％ の 評定
．
致率を 得た 。
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TABLE 　3　 白己形成的活動 に 対 す る 肖定的認 知 評 価 と 多次 元 自我 同
・
性 お よ び 自尊感情 の 相関係 数

自己受容 凵標志llc 白己 斉 対〔」的 対他的 心理社 会 r噂 感情

充実感 と 自己受 容

自［」 目標 志 1‘・亅†廿　 　 ．265樗

　 　 　 　 　 　 　 　（，29’rFF25．）
目己 斉　 　 　 　 　 　 、：i79瓦料

　 　 　 　 　 　 　 〔．41“”・．36
”s

つ

　対 目ビr勺同 ・’
「生　 　 　．35si．，

　 　 　 　 　 　 　 〔．4【四 、’．33樗｝

　対他的同 ．・・「ソ1　 　 、：！26剛

　 　 　 　 　 　 　 （．L6 〆．1；7−．”）

心理 ki・会日勺1・卜 ・
「生　 　．　lt，gL，±＊＊

　 　 　 　 　 　 　 〔．53零 畔 ．2！）ヰ つ

　 　ド噂 感情 　 　 　 ．：93±＊，

　 　 　 　 　 　 　 〔 1［）”，．．39’s ＊
〕

　 ．ll⇔3畔 冨

（．3S＊  「．23り
　 ．425榊‘

　　　　 ．61D庫桝

L48
林

  ．38掌鼠軍
：1 〔．1う4畔厚．5s糊 ）

　 ．ll77“Ss

　　 　　 ．579料^

〔．3｛う群！．38樽つ 　〔．49午野．』63杯ヰ
｝

　 ．1⇔8ホ寧鼠　　　　　　　．657牢＋軍

〔．51幸 榊
’
．2F，藤

つ　168 騨も6：皆鯨，

　 ．29け
寧樽

　 　 　 　 ．562ヰ桝

〔、3
’
5▽．『21＊〕　　〔．57鷺宇翼．「55 寧罵串〕

　 ．195桝

．40牟幸　
广
．53譬‘寧）

　 ．66s事‘牟

．G9．．H，，．65堺半：1〔
　 ，621歓‡

．76＊ 牘F广．53xs：ト：1〔．

　 、627耕惑

、5：ド 翼
 
「．68畔門

　 、522＊甘　　 　 　 ．65r 騨

46榔  
「．54樗 串

）し6t｝宋 桝 ・．6：ド ＊
つ

ド段 の 左但IIは 男
・1屮k 〔．V −52），右f則は女

・
鬥、「入

丁＝89） の 桂1関係数で あ ろじ 〔
＊
1，・気 ．（］5，

＊＊
か 気 、咀 ，‘”

b’．llけD

TABLE 　4　 各活動領域に お け る文脈 の カ テ
．
ゴ リー一

活動内容　　 文脈 カ テ ゴ リ ー〔ぎ ＝〕 じしf本白勺「勺容「ケ咀

授 業 ・講義 　L 学 黛へ の 間接的姿 勢 

2 学 業へ の 能動的 姿屯
IJ
〔6）

：i、’「晋末三・就 財炭・＼ び）レ己jL亘しrl2）

勉強 しな い と，何 の た め に ノく
「
」
：
二：．：来 て い る の か 分 か ら な い ／親 に 才J，ftを UII．．て もら っ て い

るか ら

大学進掌 を 決め ！．：士1註け1が
た い ヒ思

．
っ て吋 っ た こ と、

将 来げ♪仕 事に つ な が る か

1な い ひ ら

驢レ
学 び た い 学問 が あ る i．lt ら

”
ヒ い うこ と だ っ た か ら

／

「吩 が や り

ノ
：
ご，丿亀． 
tt塁 く学院 に 進 み ，　 LWLI 職 に つ きた い か ら　 自分が 将 和後

’1，ti｝　L た

y ラ ブ ・　 4．成長 志 向型 鋤

ザ ーク ル 　 5．現在 弔視 型Ufi〕

自分 の 視野 を 広 げ，ト刻 諮 唖1 て （tiLる もの だ と ！慧う か ら

か ら

ノ
〉カゴ大事 六ぎカ・ら　　卩舌，し・よ也力：良 い カ ら 　　気」午ち カ1良LLカ’ら

人間関係 や 様 マな 企画 を 学 べ る

ア ’レ ノ ぐイ　ト　　5．f，．k上受，己：「自∫型 C4〕

7．生 活 保 障 型 q〕

1動 くこ と に よ って 成長 で き る か ら 　
’t／

来の 仕事 に な る か ら

生 き て い くた め の 収 へ 源
・ドお 粂が な い と何 も ぐ きな い か ら ／ お 亀を 稼 ぐた め

　 　 　 　 　 　 　 　
／
多 くの H刊旧を費や し

．
ごい る か ら

裴 し い か ら と い う の ヒ，色 守 アぶ 二 と が F）るか ら
广
将

自己研鑽 　 8、成長志向 甲1 

y．外発的 ・必 要型q5）

学校以外 の 分野 で 自分が
一

生懸 命に なれ るか ら

自分 が k き くな れ る か 1
’，

他人か ら ど
．
姑 己られ るか 1ξに な る　将 ボ職 に つ

と して生 きる た め に 必 要 だカ・ら

丁 1分の 経験 とLて 成長 さLfられ る か ら

一 た と きに 二 女るか ら　学生 だか ら ツ 丶間

遊 び ・

対 人関 係

］（）．成長志 向型脯

ll 現在τfi：視型〔］I」）

人 と の 関わ り の 中
．
で仏 は 成最 L て い くか ら 　様 セ な ニ ヒが 学 べ る か ら

’．一
人 で は や は リ 臼

分 が 分か ら な い か ら

楽 し い 生活 を送 りた

い か ら

’か t’　 楽 し い か t’　 ス 1・／ス解酷 　話 を し て い ろ ヒみ 〆L な 結構 ￥iし

牛活習慣 　 12、生 活基 盤 重 視 型 

1：1．価値先彳
’
J型〔6〕

1也の こ t も こ れ に 支 え ら れ 匸 い ろ 　イ．・が 開放 さ れ る 気 が す る か ら ／十分寝 ノ1’け れ ば 充
「
寒L

た 日常生 活 が送 れ な い か ら

t 命の 維持 に 不 可
’
t（だ か ら

tt
し な き 气

・生 き て い け な い か ら ／
必
［
異憂不 可

t
コ（だ か ら

と思 う か ら とい っ た
“
活動遂行が 未来に対 して開か れ

た個人 の成長欲に 基 づ い て い る
”

「1．成長志向型 一と，

今が 楽 しい か ら と い り だ
L

現在 の 充足 の み を志向す る
”

「5．現在重視型」の 2 つ ，「ア ル バ イ ト」で は，色々 学

ぶ こ と が 出来 る か ら と い っ た
“
上 記 4．同様 の 側面が 見

出さ れ る
”

［6．成長志向型」と ， 生 きて い くた め の収入

源 だ か ら と い っ た
“
大学生 と し て最低限 の 生活 を 確保

するた め に 必 要で あるとい う
”

「7．生活保障 型」 の 2

っ
， 「自己研鑽」で は ， 自分 の経験 として 成長 させ ら れ

るか ら と い っ た
“

ヒ記 4，，6．同様 の 側面 が 見出 さ れ る
”

「8．成長志 向型」と，将来職 に 就い た と き こ ま る か ら

とい っ た
“
活動遂行が 自身の 意志 とい う よ り も ， 外発

的な理由 に よ り選択 され て い る
”

「9．外発的 。必要型 1
の 2 っ ，「遊び ・

対人関係」 で は，人 と の 関わ りの 中で

成長 し て い くか ら と い っ た
“
上 記4．，6．，8．と 同様 の

側面が見出され る
”

「10．成長志向型」 と， 楽 しい か ら

とい っ た
“
L記 5 ．同様の 側面 が 見出 され る

”厂
IL 現 在

重視 型」の 2 つ ，「生活習慣 」で は，他 の こ と もこ れ に

支 えられ るか らとい っ た
“
何 をす るに もまず基本的な

生活習慣 が 大切で あ る と い う
”

「12．生活基盤重視型 1
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と
， し な け れ ば生 きて い け な い か ら とい っ た

“
大 学 生

的文脈 を超え て ，個人 の 生 き方観 の 反映と もい え る
”

「13．価 値先行 型 」 の 2 つ が ，そ れ ぞ れ 見出 さ れ た 。

　諸活動領域 を支 え る各文脈 力 テ ゴ リーに 関す る検討

上記 で の 分類 した文脈 カ テ ゴ リーに 基 づ い て ， どの よ

う な 文脈 に よ っ て 支 え ら れ た ど の よ う な 活動が 自己 形

成的活動 と し て 機能 し て い る か に 関 す る検 討 を行 っ た。

　具体的 に は，TA 肌 E　4 で 得 ら れ た 13の 文脈カ テ ゴ

リーを独立変数，自己形成的活動 に 対す る肯定的認知

評価の 2 因子 を従属変数 と して
．一

要因分 散分析 を 行 っ

た （T ．、Bしト：5）。

　そ の 結果，自己形成的活動 に 対 す る 肯定的認知評価

項 目の 2 側面に お い て 〔1．1％水準の i 効果が み ら れ た

た め，Tukey 法 に よ る 多重比較を行 っ た。以下，特徴

的 な 点 に つ い て 述 べ る．

　充実感 と自d 受容に関し て ，

“
学業へ の 間接的姿勢 に

よ っ て 支 え ら れ て い る 「授業 ・講義 〔カテ ゴ リ
ー1 ： 以 下

数字の み 表。の 」
”

は ， そ の 他 の群 σ を除 く）よ り も有意 に

値 が 低 く，

“
成長志向型 に よ っ て支 え ら れ て い る 「ク ラ

ブ ・サータ ル   」「自己研鑽〈8＞1「遊 び ・対人関係  」
”

お よ び
“
生 活 基 盤 重 視型 に よ っ て 支 え られ て い る 「生

活習慣   」
”

は ，

“
将来 ・就職へ の 見通 し に 支 え ら れ て

い る 「授業・
講義〔3）1

”
や

“
牛活保障型 に よ っ て 支 え ら

TABLE　5　文脈 を考慮した 自己 形成的活動の 比較

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　充実感 と　 自己 目標
活 動 内 容 　 文 脈 カ テ ゴ リ ー

　 ∠V ＝
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 自己 受 容 　 　 志 向性

れ て い る 「ア ル バ イ ト（7）1
”

1こ比し て 有意に 高 い 値を示

した 。

　自己 目標志 向性 に 関 して ，
“
現在 重視型 に よ っ て 支 え

られ て い る ［ク ラ ブ ・サ ーク ル 〈5）」1
．
遊び・対人関係（且D」

”

お よ び
“
学業 へ の 間接的姿勢 に よ っ て 支 え られ て い る

「授業 ・講義（Ol
”

は，
“
将来 ・就職 へ の 見通 し に 支 え

られ て い る 「授業・講義（3）」
”

や
“

成長志向型 に よ っ て

支 え られ て い る 「自己研鑽（8）」
”

よ り も有意 に低い 値を

示 した 。 また ，

“
fu値先行型 に よ っ て支え られ て い る「生

活 習 慣（13）」
”
は，い ず れ の 群 よ り も有意 に 低 い 値を示 し

た 。

　　　　 1．間接的姿勢

授 業・講 義 　2 ．能 動 的姿 勢

　 　 　 　 3．将 来の 見通 し

15　　33 ．6（7．6＞　　21．1〔lt．9）
6　　　41．3（4．6）　　 Lt6　0（3．5）

12　　　35．6（5．9）　　26．6（2，1）

ク ラ ブ ・　 4，成 長志向型 　　14　 44．6（3．8）　 24．5（1．9）
サ
ーク ル 　5．現 在重視型　　 16　 38．7（4．2）　 19．8（2．8＞

　 　 　 　 6，成長志向型
ア ，レバ イト
　 　 　 　 7．生活 保障型

4 ’t’｛．0（・9．2） 26．5〔3．4）
4　　 30．7〔6．2〕　　2：」，2（2．2）

　　　　 8．成 長志 向型 　　 17　 43．9〔4、6）　 26．1〔3、 
自己研鑚
　　　　 9、外発 ・必 要 型 　 i5　 38．〔〕（7．1）　 23．3〔4．o）

遊 び ・　 10．成長志向型 　　14　 45．1（3．5）　 24．O（4，6＞
対人 関係　 ll．現 在重視型　　12　 41．7（2．8）　 20，U（3、3）

　 　 　 　 12．生 活 重 視型 　 　 6　 44．6（3．9）　 21，6（6 、6）
生 活習慣
　　　　 13．f曲f直先彳于型　　　　6　　38．8（4、9＞　　12．D（6 ．0）

F （12，128）＝　　　　ll．98零 審 零

　　　9，21＊ホ雇

多重比 較 （Tukey 法 〕 1・（ 7V／タト　　　　　1，5，11く 3，8
3く、4 ，8，1｛Ll2 　5 毅 2，4

5く 109．く ・1，10 ］3＜ 全て

7く 4，6、8，10，11，12

注）数値は 平均値（SD ）を示す。
〔
’1 ’p ＜ ．〔耳，1，多重 上匕較 Fよp ＜　，05＞

考 察

1 ．自己形成的活動に対する肯定的認知評価 と 自我同

　一性お よび 自尊感情 との 関連

　まず
， 自己 形成的活動 に 対 す る肯定的認知評価項 目

と 自尊感情 との 相関係数 を 求 め た と こ ろ ，
い ずれ に お

い て も有意な 正 の 相関関係が認め られ た。「充実感 と 自

己 受容」 との 間 の 関連 （」
’
； ．393）に つ い て，自己受容 は

自尊感情 を包括す る もの で あ る とい う指摘 （伊藤．IYS9）

や 時問的展望の 下位尺度 と し て の 現在充実感 と 自己評

価 と の 間 に 関連 （r ＝．5D が み られ て い る こ と 〔白井，1997）

や 「自己 目標志 向性」 と の 問 の 関連 O−＝．29（）） に つ い

て，時間的展望 の 1 側面 で あ る 目標指向性 と自己評価

と の 間に 関連 （t
・＝．36） が み られ て い る こ と （白井．19．・go

か らも， 本尺度 は青年 の 適応的側面を測定す る も の で

あ る こ と が Ptさ れ た こ と か ら ，本尺度 の 妥当性が 認 め

られ た と考え られ る。

　次 に ， 自己形成的活動 に 対 す る 肯定的認 知評価と多

次元 自我 同
一

性 尺 度 と の 相関係数を求め た と こ ろ ， 全

て の変数間に有意な 正 の 相関関係 が 認 め ら れ た 。特徴

的 な もσ）と して ， 個人 が 重要 と す る 活動 に 対 す る充実

感 お よ び 自 己 受 容 感 と い う肯定的側面 を示 す 「充実感

と自己受容」と 「自己斉
一
性 ・連続性」 との 間 に 関連

が 認 め ら れ た ｛・
・
L ．379）。ま た，現在の 活動遂行が将来

的 な 目標 や 理 想 と結び つ い た もの と し て 認知 さ れ て い

る 「自己 目標志向性」と 「対自的同
一
性」 との 間 に 関

連が 認 め られ た （7
’＝．425）。 そ して ， 自己形成的活動 に

対 す る肯定的認 知 評 価 の 両側面 と 「心理社会的同
一一

性」

との 間に関連が認め られ た （rl頂に ，　r ．382，プ ＝ ．40S）。

　 こ れ らの 結果 よ り，第 1 に，個人 が 重要 とす る 活動

遂 行 に 対 し ， あ る程度 明 確 な 目標 や 理想 を関連づ け て

捉え て い る こ と は ， 自分自身が 目指す べ き もの ， 望 ん

で い るもの な どが 明確 に 意識され て い る と い う同
一

性

の 感覚 の 形成 に 寄与 し て い る こ とが 示 さ れ た。第 2 に ，

N 工工
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［II田 ：王ll代 E．
「噛
オ i．、こ」

』
バ 　丿 自 L！形 成 とア イプ ．．

厂 で ノ
．
　 f ．1〔［Y

活動遂行 に 際 L，認知評価 の 両側 面 が肯定的 に 意味づ

け り れ て い る こ と が ，自分 と圭L会 との 適 応 的 な 沽 び つ

き と い う同
一

鬥iの 感覚 の 形成に寄与し て い る こ とが 示

された 。 た だ し，第 3 に ，必ず し も明確な 目的に 支え

られ た 活 勤 で は な い と し て も，そ れ が 充実感 や 自己受

容感 ご 伴 う もの で あ る と認 知 さ れ て い ろ こ t は，自分

が 自分 で あ る と い う
一
負 「生お よ び 時 間 的 な 連 続 性 を

持 っ て い る とい う同
一
性 の 惑覚 の 形成 に 寄 与 し て い る

こ とが示畷 さ れ た、，ま とめ る と，Eriks〔m が 青年期 の 発

達課題 と して 提唱 した ア イ ヂ ン テ ィ テ ィ 〔「．II．．・』ID 概念

を 軸 に 尺度化 さ れ た 「多次元 自我冂
一
イL尺 度 1 と，本

研究で f乍成 され た 個人 に と っ て 重要な活動 亡軸 に ，そ

れ に 付与 され る 肯定的認知評価 を測定 す る 「自己形成

的活動 に 対す る肯定的認知評価項 目」との 問．こ対応関

係 が 認 め ら れ た 。
こ れ よ り，ア イ デ ン テ ィ テ で の ．茎覚

と い っ た 心 理的 （内的｝な 同
一一

性 の 概念が ， 外的 な 活動

に 対 し て 付 勹さ れ た 認知的評価 〔自己 形戊 ， と の 関連 に

よ っ て ，形成 ・獲得 さ れ る ＿と が t1J能性 と して 示 さ れ

た とい え よう。

2 ．文脈 を考慮 した自己形成的活動の相違に 関する検

　討

　本研究 で は t

“
v

の よ う な 文 脈 に よ っ て 支 え られ た ど

の よ う な活動が 自己形成的な活勅 と し て 機能 し て い る

の か
”

に つ い て 検 討 す る こ と を 目的 と し た。

　そ こ で ， そ れ ぞ れ σ）活動内容 に お ける文脈 の 分類 お

よ び 文脈 レ ヘ ル で の 得点 の 比較 を 行 っ た。 K 脈 の 分 熕

結果 〔T ・1旧 4）よ り，活動内容 の 面 に お い て は 異な る 活

動 を重要だ と捉 え て い る もの の ，文脈 の 水準 て検 討 す

る と ， 例え ば 「ク ラ ブ 。 サ ーク ル 1「ア ル バ イ ト」
一
自

己 研鑽」「遊び ・
対 人 関係」 に お い て み られ た

“
成長志

向型
”

の よ iに ，異 な る 内 容の 背 甲 こ ll　fJじ成長 へ の 志

向性 を涜 み 取 る こ とが て きた、＿の 傾 向 は 　授 業 ・講

義 」 に は み ら れず，
“
間接的姿勢

”
や

」L
能動的姿勢

”
，

L」
将来 ・就職 へ の 見通 し

”
とい

一
た文脈 に よ っ て 支 え

られ て い た D 学業以 外の活動 〔た
’
引 ノ ト 「 レ 陶 廟 、） で

み ら れ た 成長文脈 が 学業 に お い て み られ なか っ たの は

興味深 い 。確か に ，学 び た い 学問 が あ る か 〉と い っ た

よ う に こ れ 自体 は 肯定的 に意 味 づ け ら れ た もの で あ る

が，そ の 他 の 活動 で み られ る視野 の拡大 や 学びの 拡大

と い っ た よ り広義 の 人 間 と し て の 戊長 と い っ た 意味で

の 肖
「
定性 とは 若 i 異な る よ う に 思 わ れ る。

　次に ，文脈 を考慮し た 活動 内容 に お け る 得点 の 比較

〔TVi ［ ］ 5）よ り， 充 牢 感 と 自己 受 容 に 関 し て ，
“
成長 志

向型に よ っ て 支 え ら れ た 「ク ラ ブ ・サ ーク ル 」　自己研

鑽」「遊び・
対人関係 1

”

お ．よ び
“

生活基盤重視 型 に よ っ

て 支 え ら れ た 「生 活習慣 」
”

をあ け ⊂い る も の は ，現 ti
遂 行 し て い る 活動 に 対 し，比較的高 い 充実感 や 白己 受

容感を感 じて い る こ とが 示 された。一方，
‘卜
学 ）ζ・＼ の 間

接的な姿 勢や 将来 ・就職 へ の 見通 し に よ っ て 支 え られ

た 1授 業・
1講義」

”
や

“
現在 匠視型 に ．よ っ て支え ら れ た

［ク ラ ブ・サ ー
ク ’レ 1

”
お よ び

“
生活保障型 に よ っ て 支

え ら れ た 「ア ル バ イ ト」
”

を あ げ て い る もの は ，そ の 活

動 に 封 し低 い 充実感 ヤ 自己受容愁 を感 じて い る こ とが

不 された。大学 に は，共
如rl！・友人 との 交流， ク ラ ブ 活

動 ， 空 き時間を利用 し て の ア ル バ イ トな ど多様な 人 間

形 成 の 場 が提供さ れ て い る と い う指摘 〔Blo。 m 、　lgs7〕 に

iJあ る よ う に ， 学＋ 以外の 活動 に み ら れ た積極的な成

長 へ の ，1 欲 や 充実感 ・白己 受 容感と い っ た 肯定的 な 恵

味づ け は あ る程度納得の い く結垠で あ る と い え よ う。

特 に ，1
．
ク ラ ブ ・サ ーク ル ，1遊 び ・対人関係 1 の 得点

が 高 か
一

セこ と に 関 して ，友人関係 は 学月 lri　Ffの 充実

感 に と っ て 大 き な 条件 で あ る と い っ た 指摘 帥 卜f・材

1！）S
’
）や ， 学内 で 多 ．くの 友 人 と出会 う こ と に ．よ り，大学

満足度を高め る とい っ た指摘 II 程 Lt“ll．／、1 に もあるよ う

に ，よ り幅広 い 人 間関係 峡 ：1 が 得 ら れ る 活動 は ，大

学 生活 に お け る 充実感や白己 受 容感 に フ
」
ラ ス の 影 得 を

ノ攴ぽ し て い る こ と が 小 唆 さ れ た ．

　 自己目桴 志向性 に 関 し て，
“
学業 へ の 配動的 な 姿み や

将 来 ・就職 へ の 見通 し に よ っ て 支 え ρ れ た 1授業 ・
1両

義．1
”
や

“
成長志向型 に よ っ て 支 え ら れ た 「ク ラ ブ・サー

ク ル 1 「自己 研 ge　1
”

を あ げ て い る もの は ， そ こ で の 活

動 に 対して高 い 目的J・1 識を付与 し て い た 。

一
方，

‘
  業

へ の 間接的姿 箏 に よ っ て とえ ら れ た 1援業・苒義 …
”

や

“
現在 車視型 に よ っ て 支え られ た 1ク ラ ブ ・サ ークル ー

　遊 び・対人関係」
”

お よび
“
価値先行型 に よ っ て支 え

ら れ た
「

生活習慣」
”
をあげ て い る もの は ，そ 二 で の 活

動 に 対して 目標志向的な 意味づ け が行わ れ て い な い と

い う こ とが 示 され た。特に ， 将来 ・就職 へ の 見通 し に

よっ て 攴 え られ た 「授業 。講義」活動 の 紵 果に 着目す

る と ， 先の 充実感と自己 受容 に お い て は 低 い fl自を示 し

て い たが，自己 LI標志向性 で は 高 い 値 を示 し て い る。

つ まり， ： の タ イプ に 相当す る 学 4 に とっ て ，大学 ご

の 授業や講義は ， 将来の 理想 や 目標 の 実現 の た め に 必

要不可欠 な も の で あ る と は 捉 え て い る もの の ， そ の 活

動 白体 に は 充実感や 白己 受 容感 を悠 じて い な い と い う

よ う に ，壬段的 な息義 を認 め て い る こ とに な る。

　 総 じて ，
“
成長志向型 に よ っ て 支 え

L
れ た 「ク ラ ブ・

サ ー
ク ル 1ヤ 「自己 研鑽 」

”
を あ げ て い る も の は，そ こ

で の 活動を よ り肯定的 に 捉 え て お り，適応的 な大
’／1生

活 を 送 っ て い る こ とが 予想 され る。武内 〔
り
““3〕は，部・
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サ ーク ル 活動へ の 比重 が 強 い 学生 は ， 自己意識 ・自己

概念が肯定的に な る と指摘し て い る 、 加藤 ｛19．　9，　6｝ に お

い て も ， 学生 は将来の た め の 知識 ・技術 の 習得は 学外

で ， ま た 友達作 りや仲間 との 交流 を ［的 に 趣味を 中 心

と した活動を楽 しむ の は学内の ク ラ ブ ・サ ーク ル 活動

で す る と い う， こ れ ら の 活動 の 肯定的側面 が 見出さ れ

て い る 。

一方 ，
“
間接的姿勢 に よ っ て 吏え ら れ た 「授業 ・

講 義」
”
をあげ て い る もの は ， そ こ で の 活動 を否定的 に

捉え て お り，大学生活 に 対 し て 不適応感 を抱 い て い る

可能性が 示唆 され た 。 藤井 （199S，）で は ， 大学生 の 日常

生活に お け る様々 な 不安 よ り も学生 の本分 で あ る 学業

に 対す る 不安 を よ り強 く感 じ て い る傾 向が 示 され て い

る。半澤 （2（鵬 〉に お い て も，大学生 の 学業 に 対す る否

定的な捉え方の 重要性お よ び そ の 多 さ 僚 体 の 5割弱 ）が

指摘 され て い る。こ う した 大学生 に お け る 学業をめ ぐ

る問題 は，大学生活 の 重要 か つ 中心的活動 で あ る こ と

や，大学教育 に 携わ る もの に と っ て も重要な問題 で あ

る こ と か ら も， よ り 多面的な視点 か ら の検討が 必要 で

あ る と思 わ れ る 。

3 ．本研 究の 意義

　本研究で は ， 従来の認知的志向性 味 来次 元｝ と して

の 自己 形 成を ， 外的側面 と内的側面 の 相互 行為 に よっ

て 捉え，さらに 目的的側面 に 加 え 活動 に対 す る 充実感

や 自己受容感 とい っ た現在 に お け る 肯 定的意味 づ け

槻 在 次兀 〕 を も包含 し た 概念 と して 位 置づ け （自 己 形 成

σ）概 念拡 張 ｝，実証的 に ア プ ロ ーチ し た n ま た ，文脈 を考

慮 した上 で の 得点を比較検討 する こ とで，具象度 の 高

い 内容的 な 議論 を展開す る こ と が 凵∫能 と な る と い う利

点 に 加え，方法論的な利点 もあ る こ と が 示 され た。つ

ま り ， 活動 の 分類 を文脈 で さ ら に分類 し比較検討す る

こ とで ， 同
一

活動 内 で も統計的 な有意差が認 め ら れ た 。

こ の こ と は ， 抽象度 の 高い 活動問 レ ベ ル で 比 較 を す る

際 に ， 平均値化 す る こ とで 相殺 さ れ て し ま っ て い る側

面を 文脈と い う切 り 口 で 浮き彫 りに す る こ とが 可能 に

な っ た と い う こ と を意味し て い る。表現 を変え る と，

自由記述に よ る個性記述的な デー
タを尺度 に よ る法則

定 立 的 な 方法 に よ っ て 検討 す る こ と の 意義 ・可能性 も

示 され た と い え よ う。さ ら に 本研究 の 結果 で は
，

ど う

い っ た 活動 倍 観 的対 象や属性 ）が 重 要 で あ る か と い っ た

視点 か ら で は な く， 個人が ど の よ うに そ れ ら を意味 づ

け て い る か と い っ た視点か ら捉 え て い くこ と の 重要性

が示 さ れ た。 こ の よ うな視点 か らア プ ロ ーチす る こ と

の 重要性は ， 山 田 （1004a ｝の他 に ， 青年 の 時間的展望研

究 〔cf ．尾崎，1999）や職業選択研究 （cf ．下村．19．　9S），
ス ト

レ ス研究 （cf．　Zimmermall，1983） な ど多様な領域 に お い

て も指摘さ れ て い る。

4 ．今後の課題

　 第 1 に ，本研究 で は ，学年差 醗 達 差 ）や 性差 に つ い

て の 検討 は 行 っ て い な い が， こ れ ま で に 人学 牛 を 対象

と し た様々 な 研究に お い て こ の よ うな視点 か らの 検討

が な され て お り，そ の 意義が 確認 さ れ て い る こ と か ら

も学年差 や 性差 の 検討 は 今後 の 課題 の 1 つ で あ る と い

え る 。 第 2 に ， 入 学形態や 生活形態の違 い と い っ た視

点 も大学生 の 自己 形 成 や 適応 の 問題 を 議論 す る ltで有

用 な 視点 で あ る と思われ る、第 3 に ，本研 究 で は，自

己形成の 対象 と な る活動を 1 つ に 絞 り込 ん だ上 で の 検

討 を行 っ た が
， 様々 な活動を同時遂行す る 大学生 の 現

状 を踏 まえ る と ， 個人内 に お け る そ れ ら様々 な 活動 の

葛藤 を含む相万作用的視点 を考慮 す る必要 があ る （例

えば，大 野 （2〔川3） は，学生 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ 形 成 に は ，授業

と授 業以 外の 活動 の バ ラ ン ス カ1重要 で あ る と指 摘 し て い る〕G 以

上 を ま と め る と ， 本研究 で 捉 え た 白己 形成 の 側 面 は ，

現時点 に お け る認知 され た 側面 と し て の 自己形成的活

動の 比較検討 とい う限 ら れ た側面 し か扱 っ て お らず，

今後 ， 時間的 ・発達的視点 ・ダ イ ナ ミ ク ス を も取 FV入

れ た 上 で の 検討 が 求 め られる。
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　　The 　present　study 　mvestigated　how 　the　daily　activities 　ぐ｝f　c緩mten1Porary 　cd 】ege 　studellts 　functjQll　 as

activities 　related 　to　their　self−develoI｝111el．1吐．．　Analysis　c，f　qucstiollnaire　I
’
espol ／ses 　of 　l41　college 　students

revealed 　 t．he　 follo“ ，ing　 results ： （1）Arelationship　 was 　 fo　un 　cl　 between　 the 　 affirmative 　 evaluat ．ioll　 ［：）f　 self −

developmellt　acti 、
・ities　and 　ego 　identity．　This　result　 suggest ．s　tl、at　 intemal　 identit．y　 c〔川 cepts ，　 such 　 as

identity　feelin9，　 are 　 fornled　and 　achieved 　in　relati （）11　 t〔〕 an 　affirmati 、
・e　 cva 且uation 　of　out 、vard 　activities

〔self −developmellt）．　（2）Fu！fillnlent　and 　self・acceptance 　were 　shown 　to　be　supported 　by　a　deve1（
．
，pme ［1吐．−

Ql
’iented　context 　ill　stuClen 亡s

’leisure・time 　activjt ．ies　and 　pers（．レ1．1al　relati （♪11s，　and 　by　a　livillg−ol −iellted　context

in　students ’lifestyles，　Also，（
．
）rientation 　to　self ．goals　was 　supported 　by　a　future−perspectives　colltext 　in　the

students
’
c ［ass11ecture 　activities ，　and 　a　developnient−orlellted 　contex し h．1　student ．s

°
self ・irnprovelne匸1t　activ −

ities、　It　was 　c （mcluded 　that　the　content て．）f　self −deve】‘〕pment 　activit ．les　has　different　fullcti（冫1
．
1s．　dependil．lg （．m

the　context ．
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．．　daily　ac しiviしies，　c ⊂mtext ．　 college 　 students
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