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成人期にお ける他者視点 （子 ども， 配偶者， 両親， 友人， 職場の人）の

　　　　　　　　理想
一

現実自己の ズレ が 自尊感情に及ぼす影響

一 性役割観 との 関連か ら
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　本研究で は ， 成人期 を対象 に，複 数 の 他者 （子 ど も，配偶者，両親，友 人，職場 の 人 ）か ら望 ま れ て い る 自己

〔他者視点の 理 想 自己） と現実 自己 の ズ レ が 自尊感情に及ぼ す影響に つ い て ， 性 ， 性役割観 世代 ， 就業形

態 と の 関連か ら検討 した 。 調査参加者 は 就学前も し くは大学生 の 子 どもを持 つ 成人期 （子 育 て期，巣立 ち期）

の男女計 404名 。 自尊感情を基準変数 ， 5 つ の 他者視 点 の 理想
一
現 実自己 の ズ レ を説明変数 と した 重 回

帰分析 を行 っ た 結果，際立 っ た性差が み られ ， 全体的 に 男性 は職場の み ， 女性 は複数 の 他者 （子 ど も ， 友

人，両親 の うち 2者 〕の 視点 か らの 理 想一
現実自己 の ズ レ が 自尊感情 に 影響 し て い た 。 また ， 性役割観 の 違

い に よ っ て どの他者視点 か ら影響 を受 け る の か が異な り ， 子育て 期 の 男性 で は伝統主義の 場合は職場が

影響 し て い た が ， 平等主義群 で は子 ど もが 影響し て い た 。 女 性に お い て は性役割観 の 違 い が両親 と友人

の 影響 の 差 と し て 現 れ ， 世代差は 子 ど も と 職場 の 影響 の 違 い に み ら れ た 。就業形態別 で は，専業主婦は

両親 の み が 影響 し て い た 。 以上 の こ とか ら他者視点 の 理想一
現実自己 の ズ レ が 自尊感情 に 及ぼす影響は

性 ， 性役割観 ， 世代，就業形態 に よ っ て異な る こ とが 示 さ れ た 。

　キ ーワード ：他者視点 の 理想一
現実自己の ズ レ

， 成人期 ， 性役割観，性差 ， 世代差

問 題

　理想自己 は，「こ うで あ りた い 」とい う個人 の 自己の

方向性 を示す 自己 概念で あ る 。 理想 自己 は，個人 の 内

的な基準 として 現実自己 と照 ら し合わ さ れ ， 両者 の ズ

レ は 自己評価 を規定す る。

　理 想自己 の研究に は 青年期 を対象 と し た もの が 多 く，

そ れ 以 降の成人期や老年期 を対象 に した もの は数が少

な い 。しか し な が ら ， 松岡 （2006）で は，青年期 か ら老

年期 まで
一

貫 して 理想自己 が 自己 の 内的な 基準 と し て

機能 し， 自尊感情 と関わ っ て お り ，
こ の概 念が人 の 生

涯 に渡る 適応 を捉 える上 で 有益 で あ る こ と が 示 さ れ た 。

近年 ， 成人期 の 自殺率，うつ 病の増加等が 問題 とな っ

て お り （山田，20Q4 ），
こ の 時期 の 個人 は 自己 の 方向性 を

見出す こ と に 困難 さ を感 じて い る こ と が 指摘 さ れ て い

る （岡？k，　1997）。 松岡 （2006 ）で は ， 理想 自己 の 実現可能

性 が 成人期中期 に お い て 減少し，その 後回復 する傾向
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が み られ た 。青年期 と老年期の間に あ る成人期 はそれ

ま で の 生 き方 を問 い 直 し，そ の 後 の 人生 の 方向性を定

め る重要な転換期で ある。そ の た め本研究で は ， 個人

の 方向性に関わ る概念 で ある理想 自己 に つ い て，特に

成人期 を取 り上 げ て検討す る 。

　成人期は 生物学的 ， 心理学的 ， 社会学的 に大 き く変

化す る時期 で あ る。成人期に あ る個人 は ， 就職，結婚，

出産 な ど，
こ の 時期 特有 の イ ベ ン トを経験す る中で 社

会 や 家庭 で 中心的 な存在 と な り， 複数の 重要 な役割を

次 々 と担 う よ う に な る。同時に 存在す る複数 の 役割の

中で ， 自分な りの 方向性を どう見 出 して い くの か と い

うこ とが成人期 に お け る適応を考 える 上 で 必要 で あ る 。

　Higgins （1987＞ は理 想 自己 に は 自分 自身 が こ うで あ

りた い とい う自己視 点の もの と ， 他者が 自分に は こ う

で あ っ て 欲 し い と望 ん で い る で あ ろ う と い う， 他者視

点の もの があ る と した。個人 に と っ て 重 要な他者で あ

る場合，そ の他者か ら の 視点 も自己視点 と同様 に ， 現

実自己 を そ れ に 近 づ け よ う とす る 自己指針 と し て 機能

し， それぞれ の 理想自己 （当為 自己 も同様 ）と現実自己 と

が乖離 して い る場合，否定的な感情が引き起 こ され る。

　さ き に 述 べ た よ うに
， 成人期 の 個人 は，社会 や 家庭

に お い て複数の他者 と関わ り， 重要 な役割を持つ
。 関
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わ る他者 との 関係が 異 な れ ば，呈示 し よ う とす る 自己

の 側面 は 異な り （福島，2003 ；Reid ＆ Deaux ，1996）， 複数

の 異 な っ た 側面 を持 つ 他者視点 の 理想 自己が存在す る

こ と に な る （例 え ば 子 ど もか ら望 まれ る 親 と して σ）側 面，配偶

者か ら望 まれ る夫 また は妻 と して の 側面 な ど〕。 従来の 多重役

割研究 に お い て ， 個人 の 主観的幸福感 （wdl ・bcing）に 影

響 す る の は ， 役割の 数 よ り も役割 の 経験 の 質 で あ る こ

とが指摘 され て い る （Helson，　Elliot，＆ Leigh，1990 ；太 田，

2000 ）。あ る他者か ら望 まれ て い る 自己 と現実 自己 との

ズ レ は
，

そ れ ぞ れ の 役割をどれ くらい こ なせ て い る か

を示す指標 と して 用 い る こ と が で き，成人期の 適応 を

考 え る 上 で 有効 と考 え られ る 。 Iliggins
，
　 Klein

，
＆

Strauman （1985）の 研究で は，最 も重要 な他者 を選択 さ

せ る方法に よ っ て他者視点 の 理想
一

現実 自己 の ズ レ を

扱 っ て い る。しか しな が ら
， 成人期の個人 は ， 複数の

他者 か ら異 な っ た側面 の 自己を同時に求め ら れ る と考

えられ，一
人 の 他者だけを取 り上 げ る の で は十分で は

な い
。 ゆ え に本研究で は ， 複数の 他者視点 の 理想

一
現

実自己 の ズ レ を扱 う。

　 ま た ， 本研究で は適応の 指標 と して 自尊感情 を取 り

上 げる 。 自尊感情 は自分 自身 を基本的 に は 価値あ る も

の と す る感覚で あ り，生 きて い く上 で の 心理的な土台

と し て 不可欠な もの で あ る （梶 田，1988）。 自尊感情は従

来の 理想 自己 の研究に お い て ， 理想自己 が 自己 の 内的

な基準 と して機能 して い る か ど う か の 指標 と し て も用

い られ て き た （遠藤 1992 ；水問，1998 ；松岡、2006 ）。こ の 自

尊感情 は ， 自己概念 に 含 まれ る情報 の 評価 で あ り， ど

の 側面 の 自己概念 に よ っ て 自尊感情 が支 え られ る の か

に は個 人差 が あ る （梶田，ユ988 ；山本 ・松 井 ・山成 198Z；遠

藤・井上 ・蘭，1992）。複数 の役割は ， そ れ ぞ れ 異な っ た 自

己概 念 の 側面 を 持 つ と考え られ る 。 ど の 他者視 点 の 理

想
一

現実自己の ズ レ が 自尊感情 に 影響す る の か に つ い

て検討す る こ と は，複数の他者の うち ど の 他者か ら求

め られ る側面 が 成人期 の 個人 の 適応 に 影響 を与 える の

か を知 る
一

っ の 手 が か りとな る と思われ る 。

　 で は，ど の 他者視点 の 理想　現実自己 の ズ レ が自尊

感情 に 影響 す る の か 。 以下に 述 べ る従来の研究か ら考

える と，
こ れ に は性差がある と推測さ れ る 。

　従来か ら， 男性は職業役割を 重視 しが ち で あ るが ，

女性 は複数 の 役割 を重視 す る とされ て きたが 〔柏 木，

2003 ；前川 ・無藤 ・野村 ・園田，1996） こ の 傾向 に は， 以下

の 2 点が 影響 し て い る と考 え られ る。

　 まず ， 伝統的性役割観の 影響で あ る 。 成人期は 子 ど

もが で き る こ とで 性別役割分業が成立 し （柏木，20 3），

青年 期 と比 較 し て よ り伝統的で あ る と さ れ る （塚 田、

Ltoeo　i 稲毛，1996）。 女性 の 社会進出が 増 え た 後も伝統 的

性役割観が い ま だ根強 く， 男性 は 仕事 を，女性 は仕事

と家庭 の 両方を重視す る状 況 に な っ て い る こ とが 指摘

され て い る 〔柏木，2003）。

　 次 に ，男性 と女性 で は ラ イ フ サ イ ク ル に お い て 重視

さ れ る 側面 が 異 な る と い う点 （Jussels・ n ，1973 ； 杉村，

1999 ；伊 藤，1999） も ，
こ の結果 に関連 して い る と思われ

る 。 従来か ら， 男性は個 と し て の 自律や 達成を重視 し，

女性 は他者 との 親和 を求 め る 関係性 を 重視す る と い わ

れ て きた。これ は，男性が他者 を重視 して い ない か の

よ う に捉え られ て きた が
， 近年 は男性に とっ て も他者

と の 関係性は 女性 と同様に 重要で あ り， そ の程度や 質

が異な る （例 え ば，男性 は他者 との 関係 の 中で も達 成や競争 を求

め ，女性 は 愛 着や 親和 を求 め る）い う見方が さ れ て い る （杉 村 ，

1999）。 職場で の 関係性 は ノ ル マ や 昇進 な ど家 庭 や両

親 ， 友人 との 関係性 と比 較す ると課題 の 達成 に 関わ る

こ とが 多い た め ，男性 へ の 影響力 が 大 き く，

一
方女性

は，他者 との 親和的な関係 を重要視す る た め ， 職場 ・

家庭な どそれぞれ の 他者 か ら同程度に 影響を う け る の

で は な い か と考え ら れ る 。 小 川 （2003 ）で は，過去
一年

間で最 も つ ら くて苦 し か っ た 出来事 を挙 げさ せ て お り，

そ れ に よ る と男性 は家庭 の 問題 よ りも仕事上 の 出来事

を よ リス トレ ス フ ル だ と感 じ る割合 が高 く， 仕事量 や

それ に 伴 う過労 が 大 きな ス トレ ス に な っ て い る の に 対

し，女性 は，自分 の 家族 の 問題 を ス トレ ス と感 じ て お

り， 仕事 に 関し て も ， 仕事そ の も の よ り同僚 と の関係

とい っ た 仕事に伴 う人間関係を多 く挙げ る傾向が み ら

れ て い る 。

　 こ の よ うに ， 伝統的性役割観 と関係性 に お い て 重要

視さ れ る側面 に 性差 が ある こ と に よ っ て ， 男性 は達成

や 自己 実現 と関わ る職業役割を重視す る が ， 女性は 自

分 が もつ 複数 の 役割 を重視す る と思 わ れ る 。 従 っ て ，

他者視点 の 理想
一
現実 自己 の ズ レ が自尊感情 に 与え る

影響に は性差が あ り， 男性は職場の 人 が 望む理想一
現

実自己 の ズ レ が 自尊感情に 影響 す るが ，女性 は複数 の

他者が望 む 理 想一
現実自己 の ズ レ が 自尊感情 に 影響 す

る の で は な い か，と考 えられ る。

　 しか しなが ら，一
般的 に はい まだ に 伝統的性役割観

が 根強 い と は い っ て も， 平等主義的な性役割観 を持 つ

男女 も存在す る 。 男性は職業役割 ， 女性は複数役割を

重視す る とい う傾向は ， さ き に 述 べ た よ う に ，伝統的

性役割観が 反映さ れ た結果 で あ る と考 え られ，価値観

が 異 な れ ば ， 違 っ た結果 に な る可能性 があ る。Bani−

kiotes
，
　Neimeyer ，＆ Lepkowsky （1981），

　 Donaghue

＆ Fallon （2｛〕03＞
，
　 Reeder （2Do3） で は ， 個人 の 持 つ 性
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役割観 の 違 い に よ っ て 他者関係 の 質が異 な る こ とが 示

され て お り， 個人 が ど の よ う な性役割観を持 つ か に

よ っ て ，ど の 他者視点の 理 想一
現実自己 の ズ レ が自尊

感情 に 影響 を与 え る か が 異 な る と考 え ら れ る 。 そ の た

め ， 本研究で は複数 の 他者視点 の 理想一
現実自己 の ズ

レ が 自尊感情 に与 え る 影響 が
， 性役割観 の 違 い に よ っ

て 異 な る か ど うか に つ い て も検討す る 。

　 ま た，本研究で は成人期を子育て期（就学前 の 子 ど も を

持 つ 群 ） と巣 立 ち 期 （大学生 の 子 ど も を持つ 群 ）に 分 け て 捉

える。成人期 に お い て 子育 て は生活の 中心 と な る 重要

な出来事 で あ り，子 どもは身近 で 重要 な他者で あ る。

子 ど も の誕生 を期 に 夫婦関係 は 変化 す る と さ れ （小 野

寺 2005 ）， 子 ど もの 存在は こ の 時期 の 個人 の 生活 その も

の や対人関係 の あ り方に 大き な影響 を与 え る。子 ども

の成長 に伴 っ て，子 ど もか ら受け る影響は もち ろ ん ，

そ の 他 の 他者 と の 関係 も変化 して い くと思わ れ る 。 西

田 ｛200 ）で は，各発達段階 に よ っ て ，ど の 役割が適応

に影響す る の か が異な る こ とが指摘 され て お り，他者

視点の 理想
一

現実 自己 の ズ レ が自尊感情 に 及 ぼ す影響

に は 世代差が み ら れ る と予想 され る。

　 さ らに ，成人期以降の 発達に は ， 年齢以外の要因も

多様 に 絡ん で くる た め個人差 を含ん だ視点が 重要で あ

る と さ れ る （伊 藤，1999）。そ の た め 本研 究 で は，就業形

態 の 違 い に よ っ て 他者視点 の 理想一
現実自己 の ズ レ が

自尊感情に及ぼ す 影響が異な る の か に つ い て も比較検

討す る 。

　 以上，本研 究で は複数の他者視点の 理想
一

現実自己

の ズ レ が 自尊感情 に 及 ぼ す影響 に つ い て検討す る こ と

を目的 とし，以下 の 仮説 を検証す る 。

仮説 1　 男性 は ， 職場 の人 が望 む理想
一

現実自己 の ズ

レ が 自尊感情 に影響す る が
， 女性 は 複数の 他者が 望 む

理 想一現実自己 の ズ レ が 自尊感情に 影響す る。

仮説 2　性役割観 の 違 い に よ っ て ， 他者視点 の 理 想

一
現実 自己 の ズ レ が 自尊感情 に 及ぼ す影響が異な る 。

　そ して ，
こ れ らの 仮説 に 加 えて ， 世代（子 育て 期 と巣立

ち 期 ），就業形態で 他者視点の 理 想
一

現実自己 の ズ レ が

自尊感情に 及 ぼ す影響 に 差 が あ るか ど うか に つ い て も

探索的 に 検討す る。

方 法

　調査参加者　就学前 もし くは 大学生 の 子 どもを持 つ

成人期 の 男女 404名 （男性 171 名，女 性 231 名，不明 2 名。属

性の詳細 は TABLE　l参 照）。

　調査方法　調査時期 は，20D4 年 12月〜2005年 4 月。

子育て期 は ， 就学前 の 子 ど もをもつ 個人 で あ り，保育

園 （2園）の保護者 と小学校の 入学 前 ガ イダン ス に 参加

した 保護者で あ る。自宅 で 実施後 ， そ れ ぞ れ の 園，学

校 で 回収 し た （後 者 は，入学前 ガ イダ ン ス 時 に 他の 入 学書類 と

共に 配布 しT そ れ ら の書類 の 提 出日に 学校 で 回収 した）。巣立 ち

期は大学生 の 両親 で あ り
， 大学 生 を 通 じ て 配布 ， 回収

し た 。

　質問紙の 構成　  他者視点 の 理想自己の 表出　理想

自己 の 表出は従来の 理 想自己 を扱 っ た研究 （水 間，1998；

遠藤，1992 ；杉 Llf，1995） を参考に作成 した 。 水間 （1998）

に 倣 い ，自由記述 と研究者が与え た項目の 選択（理 想 自

己 の例 〉の両方 が 可能な状況 を設 定 し て 理想 自己 を表出

さ せ る 方法 を とっ た。

　理 想 自己 は 個人 に と っ て 重要な もの で なけれ ば 自己

評価 と関連 し な い こ と が指摘さ れ て い る （Moretti ＆

Higgins、1ggo；遠藤，1992 ）。 こ の 方法 は ， 内在的視点 （自

ら 自己 の あ O方 を 対象化 し て 理 解す る 枠組 み ；溝上，1999） と外

在的視点 備 三 者的 な視 点 を もっ て 個人の 自己を理解 す る枠組

み 〉の 双 方 を組み 入れ ， 個人 に とっ て よ り重要な 理 想自

己 を扱え る と考え られ る 。
こ の 方法 で は 各調査参加 者

ご と に挙げ られ る内容が 異な る こ と に な る が ， 個人 に

と っ て 重 要 か ど う か と い う 点 に お い て 同質 な もの を扱

え る と考 え られ る 。 ま た ， この 方法で抽出され た 理想

一
現実自己 の ズ レ と自尊感情 との 間に は有意な負の 相

関が み られ て い る （水間，1998；松 岡，2006＞。

　本研究で扱 う他者と して は，
Higgins（1987）で 想定 さ

TABLE 　1　 調査参加者の 属性

就 業形態

性　　世代 　　 合
．
計　 常勤　非常 勤 　専 業主 婦　無職

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 末子の

未記入 　 　平均 年齢 （SD ）　 平均年齢 （SD ）

男　子 育て 期 　 　97　 　 92　 　 0

　 巣 立 ち 期　 　74　 　 69　 　 0

0
 

0055 37．5　 （5．0）
51，0　　（3，9）

4．1　 （2．4）
⊥8．0　　（3．1）

女　子 育 て 期　 　139　 　 30　　 58

　 巣立 ち期　　94　　 25　　 38

厂
0742 1242 34，6　　（4．4）

48，3　　（4．1）

4．1　 （2．5）
18、2　　（3，7）

全 体合計　 　404　　216　　 96 73316 41，4　　（8．2） 9．89　　（7．5）

注 ）子 育 て 期 は 就 学前 の 子 ど も を持 つ 群，巣立 ち期 は大学生 の 了ど もを持 つ 群で ある 。
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れ た 重要 な他者 と ， 従来の多重役割 の 研究 を参考 に
，

子 ど も
， 配偶者 ， 両親 ， 親 しい 友人，職場 の 人 の 5 者

を取 り上 げた 傳 業主 婦の 場合 は職場 の 人 を除 く 4 者〕。 そ れ

ぞ れ の他者ご と に ，そ の 他者 か ら望 ま れ て い る で あ ろ

う自分の イメ ージ を 3 つ ず つ 挙 げ る よ うに求め た 。 教

示 は 以 下 の 通 りで ある。「あなたが 1：⊃○（こ こ に は，5 っ の

他 9 の ど れ か が入 る） か ら 『こ うあ っ て欲 しい 』 と望 まれ

て い る と思 う白分の イ メ ージ を 思 い 浮 か べ て くだ さ い
。

その 理想 の 中身 は ど の よ うな も の で す か 。以下 の ［ 」

に自由に書 い て くだ さ い。 3個全 て 書 くよ うに し て く

だ さ い
。 書き に くい 方は ， 別紙 に挙げた例

1
の 中か ら選

ん で そ の 言葉 を記入 して い た だ い て も構 い ま せ ん」。O
O に 入 る他者 を変 えて ， 1人 の 調査参加者 に つ き 5 つ

の他者視点 に よ る 理想 自己 を そ れ ぞ れ 3 っ ず つ 表 出 さ

せ た （回 答例 ： 子 ども視 点の 理 想 自己 の 場 合 ：遊 ん で くれ る 自

分，い つ も家 に い て くれ る 自分，優 しい 自分）。

　  各他者視点 の 理想一
現実 自己の ズ レ の 測定

　  で 測定 した他者視点の 理 想自己 そ れ ぞ れ に つ い て

現実自己 と の
一

致度 を尋ね た。教示 は 以下 の 通 り。「挙

げて い ただ い た 3 っ の 理 想の 項 目そ れ ぞ れ に つ い て ，

現在 の あ な た 自身は ど の 程度当 て はま っ て い ますか 1。
「非常に当て は ま る（7｝」か ら 「全 く当て は ま らな い （D」

ま で の 7件法 。 ズ レ は こ れ を逆転さ せ た値 と な る 。

　  自尊感情尺 度　山本 ・松井 ・山成 （1982） に よ る

Roscnberg （ユ9β5） の 邦訳版 。 1  項目。 5 件法。

1
　 理 想自己 の 例 は松 岡 （2006 ） と 同様 に ， 水 間 （1998 ），遠藤

　 （1992）な どを参 考 に
， 山本 ら （1982）に よ っ て 示 さ れ た 自己

評 価 に 関連 す る 自己 認 知 の 諸 側 面 （社 交，ス ポーツ 能 力，知

性，優 し さ ， 性，容貌，牛 き 方，経 済力 ，趣 味 や特 技 ，ま じ め

　さ，学校 の 評判 の 11側 面）を網羅 す る よ う に 考慮 し た。具体的

　な 内容 を以
一
トに 示 す。「容 姿 が よ い 自分 ，健康状 態が よ い 自分，

体 力 に 自信 が あ る 自分，明 る い 性格 の 白分，思 い や りの あ る 自

分 ，協調性 （人 との 関 係が うま くやれ る こ と）の あ る 自分，積

極性 （自分 か ら進ん で 行動す る こ と）の あ る 自分，知性 があ る

　自分，ま じめ な 白分 ，気持 ち が い つ も安定 して い る 自分， 精神

　的 に 大人 な 自分，自分 自身の 生 き方 に 自信 を持 つ 自分，責 任感

が ある自分，指導 力 （リーダー
と し て 人 を引 っ 張 る力 ）が あ る

　自分，忍耐力 （我慢す る力 ）が ある 自分，時間 を守 る 自分 ， 要

領が よ い 自分，好 か れ て い る 自分，服装 の趣 味が よ い 自分，満

足の い く職 業 に つ い て い ろ 自分，気に 入 っ た 家 に 住 め る 自分，
経済状態 が よい 自分，杜会 的地 位が 高 い 自分，社会 の

一
員 と し

て の 責任 を 果た せ て い る 自分，仕事が で き る 自分 ， 親 孝行な 自

分，き ょ うだ い の
一

員 と し て の 役 割 を果 た せ て い る 自分 ，子 ど

　も に 対 し て ，親 と して の 責任 を果 た せて い る 自分，家族 を大切

　に す る 自分 ， 男 らし い ・女 ら しい 自分，過 去の 自分 を受 け入 れ

て い る 自分，人 生 を 楽 し む 自分 （計 34 個）」。 松岡 （2006） で

　は，理 想自己 の 例 の 語 尾 を 「〜な 人 」 と して い た が，本 研究で

　は よ り自分 に即 して 答え る よ う に 1〜な 自分」 と い う表 現 を用

い る こ と と した 。

　  性役割観　平等主義的性役割態度ス ケ ール 短縮版

（鈴 木，1994）， 15項 目。 5件法。

　  デ モ グラ フ ィ ッ ク変数 　年齢 ， 性別，就業形態 （常

勤 ・非 常勤 （パ
ー

トタ イム を含 む）・専業 主婦 伏 ）・無職）， 子

ど もの 有無 ， 末 子 の 年齢，既婚か 未婚 か に つ い て 回答

を求 め た。

結 果

1 ．他者視点 の 理想一現実自己の ズ レ得点の処理手続

　 き

　 水間 （1998） の 理 想
一

現実 自己 の ズ レ の 算出方法 に

倣 っ て得点化 した 。 自由記述 で 表出 した他者視点の 理

想自己 そ れ ぞ れ に つ い て 求めた現実 自己 との
一

致度を

逆転 させ て 合計 し
， 項 日数で 除 し た 。

こ れ を他者視点

の 理想
一

現実自己 の ズ レ 得点 と し た （各 ズレ 得点 の 信頼性

係 数 は，了 ど も α
＝．67，配 偶 者 α

＝．74，両 親 α
＝．68，友 人

α
＝．80，職場 の 人 α

＝．7η 。 こ の 方法 に よ り， 5 つ の 他者

視点 （子 ど も，配偶者，両親，友人，職場） の 理想
．一
現実自己

の ズ レ 得点を算出し た。

　 な お，就業形態別 の 分析に つ い て は ， 本研究の 調査

参加者の 男性 が 全 て 常勤職 で あ っ た た め，女性 の み を

対象 に 行 っ た 。就業形態別以 外 の 分析 に つ い て は，男

女 の 比較 を可能に す る た め ， 専業主婦 は除 い て 有職 の

男女 の み を対 象に し て 行 っ た。（記 述 統 計 量 は，有職 男女 の

値 をTABLE　2，女性 の み の就業 形 態別 σ）値 をTAgLE　3に 記載 ）。

2 ．各変数の平均値の差に つ い て

　   他者視点の 理 想一
現実 自己の ズ レ得点の 性，世代

差 5 つ の 他者視点 の 理想一
現実自己 の ズ レ 得点 の 平

均値 に つ い て性 （男 ・刻 × 世代 げ 育 て
・
巣立 ち 期）の 二

要因分散分析を行っ た。

　 そ の結果 ， 職場視点の 理想
一

現 実 自己 の ズ レ に は有

意な差が み られず，そ の 他 の 4 つ の ズ レ （子 ど も，配偶 者，

両親，友人 ） に お い て 交互作用 もし くは主効果 が み られ

た 。 子 ど も，配偶者視点 の 理想
一・．現実自己 の ズ レ は 交

互 作 用 が 有 意 で あ っ た た め （順 に F （1，304）＝6．29，

p く．05 ；配 偶 者 F （1，301）− 4 ．62，p 〈 ，D5），単純主効果 の検定

を行 っ た 。 そ の結果 ， 子 ど も視点 の 理想
一
現実 自己 の

ズ レ は ， 子育 て 期 に お い て の み 性差が み ら れ ， 女 性の

方が 男性 よ りもズ レ が大 きか っ た が （F （1，3D4）＝16，89，

pく ．oo1）， 巣立 ち期 に お い て は性差が み られ な か っ た 。

ま た，子育 て 期 の 女性の 方 が巣立 ち期 の 女性 よ りもズ

レ が大 き く （F （1，3〔〕4）＝5，27，p〈 ．05）， 配 偶者視点 の 理想

一
現実 自己 の ズ レ も同様 に，子育て 期 の 女性 の 方 が巣

立 ち期の 女 性 よ り も ズ レ が 大 きか っ た （F （1，301）一15．21，

p ＜ ，。田 ）。 両親，友人視点 の 理想
一

現実 自己 の ズ レ は世
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TABLE 　2　諸変数の 平均値 と渺 侑 職男女）

他者視 点 の 琿想 一
現 実 自己の ズ レ 得点

子 ど も 配 偶者
．

両親 友人 職場 自尊感情 性役割 得点

性　 　世代 平均値 （SJ））　 平均値 （SD ）　 平均値 （SD ）　 平均値 （SD ＞　 平均値 （Sl））　 平 均 値 （Sl））　 平均値 （SD ）

男 子 育 て 期 2，41 （1．11） 　2 ．76 （1．L9） 　2．49 （1．17） 　2．31 （1．20） 　2．41 （1、22） 　3．53 （0．56） 　3 ．18 （0．53）

　 巣立 ち期　 2．58 （O．95）　 2．52 （0 ．99）　 2．20 （1．00）　 2．23 （1、02）　 2．21 （1．Ol）　 3 ．8：i （O．57）　 3．19 （0．63）

女 子育 て 期 3．08 （1．10） 　3、05 （1．36） 　2．69 （1．14） 　2，45 （L18 ） 　2．38 （1、14） 　3．3Y （ ．70） 　3 ．62 （  ，51）

　 巣立 嘲 　2．67 （1．15）　 2．23 （1．15）　 2．e5 （1．05）　 2．04 （1．13）　 2．15 （2．。2）　 3 ．74 （0・64） 3・67 （O・53）

注 ）　 性役 割得点 は ，高 い ほ ど平等主 義 的 で あ る こ と を示 す。

TABLE 　3　就業形態別 に み た 諸変数 の 平 均値 とSl）（女 性 の み ）

他者 視点 の 理想 　現実 自己 の ズ レ 得点

子 ども 配偶 者 両親 友人 職場 自尊感情　　　性役割 得 点

世代 　　就業形 態　平均値 （SD ）　 平 均値 （SD ）　 平 均値 （SD ）　 平均値 （，SI））　 平均 値 （SD ＞　 平 均値 〔SD ＞　 半 均値 （SD ）

了育 て 期 　　常勤 　　 3．09 （O．78）　 2．Y6　 q ．13）　 2．48 （O、8了）
　 　 　 　 夛E’常勤 　　　　3．08　（1．24＞　　　3．09　（1．47）　　　2，79　（1，25）
　 　 　 　専業 主婦 　　3、17 〔1．QD 　　2．94 （Lll ）　　2．55 （1．21）

2，25　（1．03〕　　　2．30　〔ユ，01）　　　3．52　〔0．76）　　　3．86　（  　46）

2．55　〔1．24）　　　2．43　（1．20）　　　3．32　（0．67）　　　3．49　（0．49〕
2．74　〔1、22）　　　　／　　　　　〆　　　　　3．3D　（〔｝．60）　　　3．39　（〔レ．47）

巣立 ち 期 　　常勤　　 2．59 （1．  6＞　 2．16 （109 ）　 1．93 （0、98）
　 　 　 　 ゴ巨常勤 　　　2．72　（1．21 ）　　 2．29　〔1．21＞　　2、13　（1．09）
　 　 　 　 専業主婦 　 2．93 （1、・g5）　 2．63 〔1．31）　 2、03 〔】．2励

2．15　（0，96）　　　1．76　〔0．75）　　　3．88　〔0、66）　　　5．S6　〔0，54＞
1．97　（1．23）　　　2．4U　〔2，50）　　　3．66　（0　62）　　　3．55　〔0．4呂）
2．17　（1，19）　　　　／　　　　　！　　　　　3．6e　（0．63）　　　3．70　〔U．52）

代 の 主効果 が 有意 ， も し くは有意 な傾向で あ り，い ず

れ も子育 て 期 の 方が ， 巣立 ち期 よ りも大 きか っ た（順 に

F （1．299）＝10．87，／）く ．OO1　；F （1．297）＝3．29、　，05く 1）＜ 、1）。

　こ れ らの結果 か ら， 全体的 に 他者視点の 理想
一

現実

自己 の ズ レ の値は，子育 て期 の 方が巣立 ち期 よ り もズ

レ が 大 き い 傾向が あ る と い え る。 こ れ は，理 想
．一
現 実

自己 の ズ レ が 年齢 に伴 っ て 減少 し て い く傾 向 （松 岡，

2006） と一致 して い る 。

　就業形態 の 差　各 ズ レ 得点 を従属変数 ， 女性 の 就業

形態 （常勤，非常勤，厚業 セ婦）を独立変数と し た
一

要因分

散分析を行っ た。そ の 結果， 5 つ の ズ レ 全 て に お い て ，

有意 な差 は み られ な か っ た （な お 職 場 視 点の 理 想
一

現実 自

己の ズ レ 得点 に つ い て の 分析 は，専業主 婦 を除い て行 っ た 〕。

　  性役割観得点，自尊感情得点の性 ， 世代差　平等

主義的性 役割態度 ス ケ
ール に つ い て ，計 工5項目の 尺度

得点を合計 し， 項 目数 で 除 した 値を性役割観得点 と し

た （α 邑 8η 。
こ の 得点 は高い ほ ど平等主義的で あ る こ と

を示す 。 ま た ， 自尊感情尺度 に つ い て も 10項 目 の 尺度

得点 を合計し，項 目数で 除した値を自尊感情得点 と し

た （α
＝．83）。

　性役割得点 ， 自尊感情得点 に っ い て ， 性 （男・女）x 世

代 （子育 て ・巣立 ち 期） の 二 要因分 散分析を行 っ た 。 その

結果 ， 性役割観得点は ， 性の 主効果 の み 有意で あ り，

男性 の ほ うが 女 性 よ り も伝 統 主 義 的 で あ っ た （F

注） 性役 割得点 は，高 い ほ ど平 等主義 的で あ るこ と を 示 す 。

（1．306）＝52．12，〆 ．UOI）。また ，自尊感情は世代の 主効果

の み有意で あ り ， 子 育て 期 よ りも巣立 ら期の 方が有意

に 高か っ た （F （1，301）＝19．1，〆 ．001）。

　就業形態の 差　女性の 就業形態 を独立変数 に，自尊

感情得点 と性役割観得点を従属変数 と し た一
要因分散

分析を行 っ た 。そ の 結果 ， 自尊感情は 常勤職女性 の 方

が ， 専 業 主 婦 と 比 べ て 高 い 傾 向 に あ り （F （2，220＞＝

2，83，．es＜ p ＜ 、D ， 性役割観 得点は，常勤職女性が ， 非常

勤 ，専業主婦と比 べ て有意 に 高 か っ た （F （2，222）＝10．33，

カ＜ ．001）。

3 ．他者視点の 理想一現実 自己の ズ レ が自尊感情に及

　ぼ す影響

　他者視点 の 理想
一

現実 自己 の ズ レ が 自尊感情 に 及 ぼ

す影響に つ い て ， 性 ， 世代 ，性役割観の 3要因か ら検

討す る た め に 以 下 の 分析 を行 っ た。

　まず， 子育て ・巣立 ち期の 男女 を性役割観得点 の 平

均点 を基準 に 上 位群，下位群に分 け（前者が 平等主義群 後

者が 伝統 主 義群
Z
とな る），性 （男 女）× 世代（子育て ・巣立 ち 期 ）×

性役割観 （伝 統主義 ・平 等主義） の 8群に分け た 。

　 5 つ の他者視点 の 理想
一

現実自己 の ズ レ 得点と自尊

1　 各 群の 性役割観得点 は伝統 ， 平 等主義群 の 順 に ，男性 ：子 育

　て 期 2．75（SD 　．3 ），3．58（SD ．34），巣立ち 期 ：2 ．69 （SD ．41），

　3．66（SI）．38）e 女性 ；子育 て 期 3．16 （SD ．31）， 3．96（∫D ．3e）；

　巣 立 ち期 3．23 （SD ．30），4．09 （SD．32）D
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感情 と の 間 に 関連が あ る か を検討す る た め に相関係数

を算 出 した とこ ろ ， す べ て の群で 少 な くと も どれ か 1

つ と は有意 な負の相関が み ら れ た
3
。 そ こで ，他者視点

の 理想　現実自己 の ズ レ が 自尊感情 に 及 ぼ す影響 に つ

い て検討す る た め に ， 5 つ の 理想
一

現実 自己の ズ レ を

説明変数，自尊感 i青を基準変数 とす る ス テ ッ プ ワ イ ズ

法 に よ る重 回帰分析 を行 っ た （TABLE　4）4。以下，得 られ

た結果 に つ い て ， 性 ， 性役割観， 世代に 注 目 し て 順 に

述 べ て い く。

　性差 に つ い て （仮説 1）　 男性は，子育 て 期 の 平等主義

群以 外 の 3群 に お い て ，職場視点 の 理想
一

現実 自己 の

ズ レ 得点の み が 白尊感情 に影響 して い た。そ して 女性

は， 4 群全 て に お い て 2 つ の他者視点の 理 想
一

現実自

己 の ズ レ が 自尊感［青に影響 し て い る傾向が み られ，子

育て 期 の伝統主義群は両親 と職場，平等主義群 は友人

と職 場 ， 巣立 ち期の 伝統主 義群 は子 ど も と両親 ， 平等

主義群 は子 ど も と友人 が 影響 して い た。 こ の 結果 か ら，

男性 は職場，女性 は複数 の 他 者視点 の 理想
一
現実 自己

の ズ レ か ら影響 を受 け る だ ろ う と い う仮説 1 は全体的

に 支持 された とい え る 。

　性役割観の違い に よ る 差 に つ い て （仮 説 2）　 ま た，

巣立 ち期の 男性以外で は，性役割観の違 い に よ っ て ，

他者視点の 理 想一
現実自己 の ズ レ が 自尊感情 に 及ぼす

影響が 異な っ て い た。チ育 て 期 の 男性 は，伝統主義群

で は 職場 の み が 影響 して い たが ， 平等主義群で は子 ど

もが 影響 して い た。一
方 ， 女性で は，両世代 に 共通 し

て，性役割観 に よ る 違 い が み られ ， 伝統主 義群 で は両

親が ， 平等主義群で は友人 が 影響 して い た （巣立 ち 期の

両親 は 有 意傾 向）。 こ の こ とか ら，仮説 2 は 巣立 ち 期 の 男

性 を除 い て 支持 さ れ た と い える。

　世代差に つ い て　世代差 に 注 日す る と ， 男性は，さ

き に 述べ た よ うに ，性役割観 に よ る 影響 を受け る か ど

S
　 説 明 変 数 間 の 相 関 係 数 は ， 男性 ：子 育 て 期 伝 統 主 義群

　厂 ．486，p く ．OOI−−T ＝．751，　p 〈 ．〔｝〔｝1，平等主義群 厂 ＝．155，11．
　 s ．〜γ

＝、591，p＜ ．001，巣立 ち期伝統 主 義群 1
’一．206．　 n ．s．〜

　 ；
t＝．760，p く ．001，平 等 主 義 群 r＝．376，　p＜ ．05〜尹

’．879，

　p ＜ ．OOI。女 性 ：子 育 て 期 伝 統 主 義 群 r −＝．176，　lz ．．s’．一一

　 r ＝．66Lp く ．O 1，／｛等 主 義 群 r ＝．417，pく ．〔〕⊥〜ア ＝．634，
　p《 ．001 ：巣 立 ち 期 伝 統 主 義 群 r ＝．038，rt．s ．〜厂

＝．693，

　p〈 ．O〔］L 平 等主義 群 7
− ．345，． 5＜ p 〈 ．1〜r ＝．597，　p ＜ ．  Ol

　 で あ っ た。
a
　 説明変数間 に 高 い 相関 関係が み られ た が

， 多重共線性が 牛 じ

　て い る可能性 を 示 す VIF の値 は，子 育 て期 男性 ：伝統 1．OO，平
　等 1．00， 女性 ：伝 統 1．37，平 等 1．23，巣 立 ち 期 男 性 ：伝 統

　1．  0，平 等 1．OO，女性 1伝 統 1．25，平等 1．45で あっ た。この

　ため ．多重共線性 が 牛 じて い る 凵∫能性 は低 い と考 え，全 て の 説

　明 変数 を投入 して 重 回帰分 析 を行 っ た。

う か とい う点 で ， 世代差 が み られた。一一
方 ， 女性 は性

役割観が 影響す る と い う点 は 両世代共通 で あ っ た が ，

職場 と子 どもの 影響は世代間で 大 き く異な っ て お り ，

職場 の 影響は子育て期 の み，子ど もの 影響は巣立 ち期

の み で み られ た 。

　就業形態の差 に つ い て　 さ ら に，女性 の み を対象 と

して 就業形態 に よ っ て 他者視点 の 理想
一

現実 自己 の ズ

レ が 自尊 感 情 に 与 え る 影 響 が 異 な る か を検討 し た

（TABLE　5）。こ れ まで の 分析 と同様に 5 つ の他者視点の

理想
一

現実自己 の ズ レ を説明変数 （専業 主婦 は ，職場 を 除

く 4 っ ）， 自尊感情を某準変数 に した 重回帰分析 （ス テ ッ

プ ワ イ ズ法） を行 っ た。

　 そ の 結果，就業形 態 に よ っ て 他者視点の 理想
一

現実

自己 の ズ レ が 自尊感情 に及 ぼす影響は異な っ て い た 。

両 匿代 に共通 して ， 専業主婦で は両親の み の 影響が み

ら れ ， 常勤職で は両親 と職場 が 影響 し て い た 。 非常勤

職で は ， 世代差が 大 き く ， 常勤職，専業主婦 で み られ

た よ う な両世代共通 し て 自尊感情 に 影響 して い る 他者

視点 の 理想
一．

現実 自己 の ズ レ は見 出せ な か っ た 。 ただ

し，常勤職 と比較 した場合 に は ， 両世代 と もに両親の

影響 が ない こ と が 共通 して い た 。

　また ， 以上全 て の 分析に お い て ， 配偶者視点 の 理想
一一一

現実自己 の ズ レ の 影響は み られ な か っ た。

考 察

　本研究 で は ，成人期 を対象 に 他者視点 の 理 想
一

現 実

自己 の ズ レ が 自尊感情 に 与 え る 影響 に つ い て ， 性 ， 性

役割観 ， 世代 ， 就業形 態 の差を考慮して検討し た 。本

研究 の結果 か ら ， 男性 は 4群中 3 群 に お い て 職 場視点

の 理想一現実自己 の ズ レ の み が 自尊感情 へ 影響 し，女

性は全て の群で 子 ど も，両親，友人 の うち， 2 者 の 他

者視点の 理想
一

現実 自己 の ズ レ が 自尊感情に 影響して

い た 。 こ の 結果 は， 従来の研究に お い て男性が職場 ，

女性 が 複数 の 役割 を重視 す る 傾向 と合致 す る もの で あ

り ， 仮説 1 は支持さ れ た と い え る 。

　川浦 ・池 出 ・伊藤・本田 （1996）で は ， 男性の ソー
シ ャ

ル サ ポートの ネ ッ トワ
ーク が 女性 と比 べ て 狭 く，家庭

外 で は職場仲間 に 限 られ て い るが ， 女性は配偶者 ， 子

ど もの 他 に 親や兄弟 ， 友 人をサ ポート対象に組み 込 ん

で い る こ と が 示 さ れ て い る。本研 究 の 結果 か ら も 男性

が影響 を受 け る他者視点の 理 想
一

現実自己 の ズ レ が職

場に限定さ れ て い る様子 が うか が え た。

　男性に お け る 他者視点 の 理 想 自己 の 内容 を み る と
，

職場以外 の 4 つ の 他者，と りわ け子 ども， 配偶 者視点

の 理想 自己 に お い て も，仕事 の 達成 と関 わ る よ うな も
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TABLE 　4　 自尊感情 を基準 変数に し た重同帰分析結果 （ス テ ッ プ ワ ィ ズ法 ）

男性

子育 て 期 巣立 ち期

　　 他者視点 の 　　　　 伝 統 宅義群 　平等主 義群 　　伝統主 義群 　平等 主義群

理 想
一

現 実 自己 の ズ レ 　 　 　 n＝44　 　 n ＝ 48　 　 　 n
−

31　 　 n ≡34

子 ど も

配偶者

両親

友人

職場
一．33gs

一．299＊

一．588，”　　　　．．541＊ ii

　 　ft　
’2

調 整 済み R2
，115“ ＊ ’

．094
9
∩
コ

8
尸
000

．346＊ 淋

．32］
．293＊ ”

．271

女性 （有 職 女 性 の み）

子育 て 期 巣 立 ち期

　　 他者視点 の　　　　 伝統 主義群 　平 等主 義群　　伝統主義群　平等主義 群

理想
一

現実白己 の ズ レ 　　　 咒 ＝39　　　 n ＝49　　　　 n ＝31　　　 n ＝31

子 ども

配偶者

両親

友人

職 場

一．290＊

一．554’＊’

一、288’
一．418’＊

一．526’1 ＊
　　　

一．514＊＊

．292†

一．325’

　 R2

調整済 み R2
．「J76 ”’

．552
．3go‡舛

．363
．506”’

．468
．482絆 市

，442
＋．05く P く ．10　

’
P く ．〔｝5　

s ’P＜ ．01　
＊＊＊P＜ ．001

TABLE 　5　 就業形態別 依 性） 自尊感情を基準変数 に した重 回帰分析結果 （ス テ ッ プワ イ ズ法）

就 業形 態別 　女性 の み

子育て 期 巣立 ち期

　 　 他 者視点 の

理想
一
現実 自己 の ズ レ

常勤 非常勤　 専 業主婦 常勤　 　 非常勤　 専 業主婦

n ＝30　　　　n ＝58　　　　7
’
t ＝ 46 n＝25　　　 n ；38　　　Vt＝27

子 ど も

配偶者

両親

友人

職場

一．559＊ ＊ ＊

　　　　一　　　　一，432
零半

　 一　　　 ．314i
，357串

　　　
一．451＊累＊　　　　／

一．364＊　　　　．565s＊＄

．363’　　　　　　　　　　　一．487＊

一，355＊＊　　　　　　　　　　　　　　／

　 R2

調整済み R ：

，663＊ホ＊　　　，468ホホ＊　　　．186”

，637　　　　　．449　　　　　．167
，722＊＊＊　　．320宇＊ ’　　．237＊

，680　　　　　．298　　　　　．203

　　　　　　　　　　　　　　　　　
，
カ〈 ．05　

＊累
ρ〈．Ol　

＊’＊P〈．001

注 〉専業主婦は職場視点の 理 想一現実 自己の ズ レ を除い て 分析 を行 っ た。

の 「仕事が よ くで きる」， 「経済状態 が よ い 1，な ど の 記

述が多 くみ られ ， 特に巣立 ち期の男性で 多か っ た。こ

の こ と は ， 男性に と っ て職場で の達成が職場以外の他

者か らの期待 に 応え る こ と に もつ なが り， 逆に言えば ，

職場 で の 失敗 はそれ以外 の 他者関係に もネ ガ テ ィ ブ な

影響を及 ぼす可能性 を示唆す る とい える 。 近年 ， 成人

期 の 男性の 経済 ・生活 問題 を苦 に した 自殺者の 増加が

問題 と な っ て お り （警察庁，20erb），
こ の ような現状は ，

現代の 男性性 に 偏 っ た社会化が男性の 人間 として の 可

能性を 制限 し て い る ， と の 認 識が現 れ て い る （杉村，

1995 ）。男性 に とっ て 職場 の 存在は 大 き く， f士事 に お け

る達成 が適応 を左右す る大 き な要因と な っ て い る と考

えられ る。

　 しか しなが ら， 本研究 で は性役割観 の 違 い に よ っ て

他者視点の 理 想
一

現実自己 の ズ レ が 自尊感情に与 える

影響が 異な る傾向が み られ ， 男性の 子育 て 期 の 平等主

義群 で は子 ど もが 影響 し て い た 。

　仕事 から受 ける影響が非常に大き い 男性に とっ て ，
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妻子 との 関係は仕事上 の ス トレ ス を緩衝 す る た め に非

常に 重要 なサポ
ー

ト源 とされ （川浦 ら，1996）， 父親が育

児 に 関心 を持 っ こ とが母親 と子 ど も に ポ ジテ ィ ブ な 影

響を与え る と され る （加藤 ・石井 ・牧野 ・＋一屋．2002 ； 小野

寺．2〔1  。 男性自身と そ の 家族 の 適応を考 え る 上 で ，男

性 が 職場以外 に も関心 を向け る こ と は重要 で あ る と い

える 。 子 育 て 期 は，子 どもが で きて 家庭 へ の 関与 が高

まり （柏木，2003）， 性役割観 が よ り意識 さ れ る時期 で あ

る と さ れ る 。 本研究で は ， 巣立 ち期に お い て は 性役割

観に よ る差が み ら れ な か っ た 。そ の た め，子育て に 多

く関わ る こ とが 影響 して 子育 て 期 の み で 性役割観 の 違

い が 現れた可能性 も指摘 で きる。しか しなが ら， 近 年

の 男性 は ， 徐 々 に 仕事中心 の 自律 ・達 成 に偏 っ た 生 き

方 か ら脱却 し つ つ あ る こ と が 指摘 さ れ て お り （杉 村，

199．・5）， 本研究の結果は現代の男性に お け る変化が 現 れ

た も の と し て 捉 え られ るか も しれ な い 。

　一方 ， 女性は 全 て の 群 で 2 者 の 他者視点 の 理想
一

現

実自己 の ズ レ が 自尊感情 に 影響 して お り， 全体 的 に男

性 と比 べ て 複数 の 他者か ら影響を受け る こ と が 示 さ れ

た。そ して ， 影響 を受 け る他者の種類 は性役割観 ， 世

代 ， 就業形態 に よっ て 異な っ て い た 。

　特徴的で あ っ た の は ， 世代間で 子 ど も と職場 の 影響

に顕著な差が み ら れ た こ と， 性役割観 の 違 い に よ っ て

両親 と友人 の 影響が 異 な っ て い た こ と，専業主婦 は 世

代 に か か わ らず両親 の み が影響 して い た こ と ， 常勤職

で は両親 と職場 が影響 して い たがそれ と比較 して 非常

勤職 で は 両親 の 影響 が み られ な か っ た こ と ， な ど が 挙

げられ る 。

　 まず世代差 に つ い て 述べ る と，子 ど も と職場 の 影響

が 子育 て 期 と巣 立 ち 期 で は顕著 に 異な っ て お り， 子 ど

も視点の 理想一
現実 自己 の ズ レ は ， 巣立ち期 の み ， 職

場 は 逆 に 子 育 て 期 の み で 影 響 し て い た。発達 段階 に

よ っ て
， 母役割 ， 勤労者役割な ど の役割達成感は異な

り， 適応 との関連 も変化す る と さ れ る 晒 田，20 o）。本

研究 の 結果 は，子 育 て 期 と巣立 ち 期 で 子 ど も， 職場 か

ら受 ける 影響 が 変化す る こ と を示 して い ると考 え られ

る。

　子育 て 期 の 女性 に お け る職場視点の 理想 自己 の 記述

内容 をみ る と， 「仕事が で き る」， 「責任感が あ る」， 「指

導力があ る」， な どが多くみ られ た 。 こ の 時期は，子 ど

もが ま だ小さ い 中で も， 責任 をもっ て 仕事 を こ なさな

けれ ば な ら な い と考え ら れ ， そ の 葛藤 が 反映 され て い

る と 思われ る。一
方，巣立 ち 期 に な る と 仕事場 で の 地

位 や役割が 安定 し， 自尊感情 へ の 影響が他の他者視点

の 理想
一

現実 自己 の ズ レ と比較 して相対的に 小さ くな

る の か も しれ な い
。 ま た ， 子 ど も視点の 理 想自己 の 内

容をみ る と子育て 期は 「
一

緒 に 遊ぶ」，「怒ら な い 」な

ど，子 ど も と の 関わ り方に 関す る もの が 多い が，巣立

ち 期 に は 「人生 を楽 しむ」 など自分 自身 の 生 き方 を表

す内容 が 挙 げられ て い た。本 研究 に お け る 巣立 ち期 の

調査対象者は ， 大学生 の 子 ど も が い る個人 で あ る 。 青

年 は 自分 の 家 族 に 対 し て 批判 的 な 目を も ち （茂 木，

1996 ）， 親 の 結婚牛活 を 見 て ，自分 の 将来 へ の 手 が か り

に し て い る と さ れる 儲 井，1997）。巣立 ち期 はアイデ ン

テ ィ テ ィ の 再 体制 化 が 行 わ れ る 時 期 と さ れ （岡 本．

19．　97）
， 自身 の 生 き方 を問い 直 す上 で ， 子 どもか らの視

点が意識さ れやす い の か も しれ ない
。

　次に ， 性役割観の 違い に つ い て述 べ る と，男性の 子

育て 期 で は ， 性役割観 の 違 い は 職場 と子 ど もの 影響 の

違い に現 れ て い た が，女性 で は 両親 と友人 の 影響 に 差

が み ら れ
， 両世代 と もに 伝統主義群で は 両親 ， 平等主

義群 で は友人が影響 して い た。そ して ， 女性の み を対

象 に 行 っ た就業形 態別の分析で は ， 専業主婦で は両世

代共通 に 両親の 影響の み が 影響 し て い た 。

　女性は男性 と比較 して 青年期以 後も親子関係が親密

で あ り （北 村・無藤 2003），親を 「困 っ た と き に 柑談す る 」

サポ
ー

ト対 象 として 選択す る 割合が高 い とされ る （川

浦 ら，1996）。と りわ け専業主婦は有職女性 と比 べ て ソー

シ ャ ル ネ ッ トワ ーク が狭 く， 母親 との 結 び つ きが 強 い

こ とが指摘 され て い る （北村・無藤．2001 ）。 専業主婦は伝

統主義的な就業形態で あ る と思 わ れ ，本研究 の 結果か

ら，伝統 主義的 な価 値観 ，就業形態 を も っ 女性 に と っ

て 両親 の 影響 が 他 の 他者 よりも相対的 に 大 きく，

一
方 ，

平等主義群 で は 両親 よ り も友人 の 影響 が あ る こ と が 示

唆 さ れ た と い え る 。 しか しなが ら， 伝統主義 ， 平等主

義 の 個人 の両親 ， 友人 との関係が具体的に ど の よ うな

側面 で 異な る の か に つ い て ， 本研究で は検討 し き れ て

い な い
。 そ の た め今後さ ら に詳細 な検討 が 必要 で ある。

　ま た ，常勤職 の 女性 と非常勤職 の 女性 を比較 する と，

前者 は職場 と 両親 の 影響が み られたが ， 後者で は世代

に か か わ らず両親 の 影響が み られなか っ た。女性は 男

性 と比較 して結婚後 も親子関係 が親密で あ る こ と は す

で に述べ た が ， 常勤職の 女性 は ， 仕事 と家庭を両立す

る た め に両親に頼る こ とが 多い が，非常勤職は常勤職

と比べ る と時間的余裕が あ り，両親 に 面倒 をか け る こ

とが 少ない の か もしれ ない 。

　しか しな が ら， 本研究 で は ， 就業形態 に つ い て ， 大

まか な カ テ ゴ リーで 分 け た だ け で あ り ， 非 常勤職 は ，

仕事内容や 労働時間が ほ ぼ常勤職に近い も の か ら ， 週

に 1 日，数時間で よ い 勤務な ど多様な もの を含ん で い
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る可能性 が ある 。 ま た ， 男性の 常勤職で あ っ て も， ど

の よ うな 職種で あ る の か げ 一ム ワ ー
ク重 視の もの か ，そ れ

と も個 人 の 独立 性 が 高い 仕事か ど うか ），職場 で の 立 場 の違

い （リーダー的 な 立 場 に あ る か 否か ）などに よっ て，職場 に

お け る他者の 影 響が 大 き く異 な る と 考 えられ る 。今後，

職場 の 性質 の 違 い に つ い て の検討が求 め られ る。

　 さ ら に ，本研究 の 結果で は ， 全 て の 群に お い て 配偶

者視点 の 理想
一

現実自己 の ズ レ の 影響 は み られ な か っ

た 。 成人期 の 心理 的適応 に 夫婦関係が 大 き な 影響を 及

ぼ す こ と は 従来 か ら指摘 さ れ て い る が （伊 藤・池 田
・JllM，

19．99．｝， 親役割や職業役割に比 べ て 配偶者役割 の 影響力

が小 さ い （北村，無藤 20D3 ；伊 藤 1999） ともい われ て い る。

小野寺 伽  5）で は，妻 は親に な っ て か ら徐々 に 夫 に 対

して頑 固 に なる こ とが 示 され て お り， 配偶者視点の 理

想 自己 か ら現実 自己 が ズ レ て い て も，そ れ は 自尊感情

を下げ る よ うな性質 で は な い の か も し れ な い 。

　以 上 の よ うに ， 本研究 で は他者視点 の 理想
一

現実 自

己 の ズ レ が 自尊感情 に 及ぼ す影響に つ い て検討 した。

全体的 に は男性 は 職場 ， 女性は複数の 他者視点の 理想

一
現 実 自己 の ズ レ が 自尊感情 に 影 響す る が ， 男性で

あ っ て も子 育 て 期 の 平等主義 で は職場 で は な く子 ど も

か らの 影響が み られ ， 女性 で あ っ て も専業 主婦で は両

親 の み の 影響が み られ る など， 性役割 観 ， 就業形態，

世代 に よ っ て 異 な る こ とが 示 され た 。

　 男性 は全体的 に 職場の み ， 専業主婦は両親の み か ら

影 響を受 け る 傾向は，伝統的な価値観，就業形態が限

定的な他者関係 と 結 び つ い て い る こ と を 示唆 して い る

ように 思 え る 、 近年 ， 伝統主義 が 行 き詰 まりを見 せ て

お り， ソーシ ャ ル ネ ッ トワーク の 狭 さ は 適応状態 を損

なう こ と （北村，無藤，2003），

一
つ の役割に の み従事 しす

ぎる こ と は，退職 に よ る危機や 空 の巣症候群を引き起

こ しやす い こ とが 示唆 さ れ る （e．g ．，岡本，1997）。 こ れ ら

の こ と か ら， 成人期 の 個人 の 適応 を考 える上 で ， 幅広

い 他者関係を築 く必要性が指摘 で きる と思われ る．本

研究で は ， 性役割観 ， 就業形態の 違 い に よっ て ， 他者

視 点 の 理想一
現実自己 の ズ レ が自尊感情に 及 ぼ す影響

が 異な っ て い た 。幅広 い 他者関係を築 くた め に具体的

に どうした らよい か とい う問題 は困難 で あ る が ， 従来

の研究や本研 究 の 結果 を踏 まえて 考 える と，そ れ に は

限定さ れ た 伝統的 な 価値観 や 就業形態 か らの 脱却が一

つ の 鍵 と な る の で は な い か ， と思 わ れ る。
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Discropancies Between Actual and  ldeal Selves Desired by

        Signip'cant Others and  SeijLEsteem in Adults :

                    Perspectives on  Gender Roles
MmEr  ildAIsl.roKlt  ft;re.,ID[,L471T ScHo(th oF  EDc.JcAwo,x･nL .4A,t) llc,,,lfntv DEvELonIrmNi7; NAGovc4 (.Lptv{ERslTz), MJ-L4  KAlv,

 tVilK.･1 K4,NBE,  Yoffo  S-vvz,tfoTo, ITL4cJthyo  SL,,cL'A,x,o, Rm)IKo  7UKr,-m,  l'ZvciE' MoRt  (Sc:HooL oF  Ebl,(Mvvo,x･', NAGoH4

                LINvvERsTT}V AIvv  ,S,loRi AiosE  fE4Ctil.v･v oF  ,ldiEDiCiA･ve, TOX4wA  L･LNvt･,Effsil･W

                  juRAA･ww jocveAXL c)F ED[icAvlc"v/IL ts}z/HaLoc}'y, 2006, 54, 5eri-;5oP3

  The  present  study  investigated the effects  of  discrepancies between  actual  and  ideal selves  desired by
significant  others  (i.e., children,  spouse,  parents, peers, and  co  w･ orkers)  on  several  aspects  of  self  -esteem, in
relation  to the moderator  variables  of gender, gender  roles,  developmental stage,  and  life style,  Adult
Japanese (N=404 ; average  age,  41.4 years) whe  varere  parents  ef  infants or  adolescents  completed  a

questionnaire. The  results  showed  that the effect  of  discrepancies between actual  and  ideal selves  desired
by signlficant  other$  was  moderated  b}, gender, gender roies,  generation, and  occupation.  The  ideal self

desired by the male  participants' co-workers  strong]y  predicted  the participants' self  esteem,  whereas  the

ideal selves  desired by several  significant  others  (i.e., chilclren,  peers, and  parents) predicted  the self esteem
of  the female participants. Thc  ideal self desired by co-workers  strongly  predicted  the self  esteem  of  the

male  participants  with  traditional gencler attitudes,  whereas  the ideal self  desired by their children  predicted
the self' esteem  of  the fathers of  infants. Thc ideal self  desired by their parents  predicted the self-esteem
of females with  traditional gender  role  attitudes,  whereas  the ideal self  desired by their peers  predicted the

self-esteem  of gender  egalitarians.  In addition,  the idea] self  desired by housewives' parents  predicted  their
self-esteem.

   Key  Words  : ideal selves  desired b}, signMcant  others,  gender,  gender reles, self  esteem,  adults
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