
Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

教育心理学研 究，2008，56，23− ISl 23

中学生 の 過剰適応傾向が学校適応感 と ス トレ ス 反応に与 える影響

石 　津　憲
一

郎
＊

安　保 　英　勇
＊ ＊

　臨床場面 で は過剰適応 は非適応的 とされ て い る が ， 実証的な過剰適応研究は数が少ない 。 本研究で は

過剰適応 の 概念 を理論的 に整理 し， その構造 を検討す る こ と を第 1の 目的と した 。 続 い て ，従来言わ れ

て き た よ うに 過剰適応 が 個人 に と っ て非適応的に作用 す る の か を実証 的 に 検討す る こ と を第 2 の 目的 と

した。中学生 を対象に した調査 の結果， 過剰適応 は個人 の性格特性か ら な る内的側面 と，他者志向的 で

適応方略とみ なせ る外的側面か ら構成さ れ る こ とが 示 さ れ た。また ，過剰適応 と学校適応感 ，
ス トレ ス

反応 との関連を検討 した結果 ， 過剰適応 の 内的側面 は学校適応感お よび ス トレ ス反応に ネガ テ ィ ブな影

響を与え て い たが ，適応方略 として 捉 えられ る外的側面 は学校適応感 を支え る
一

方で ， ス ト レ ス 反応に

も正 の 影響 を与 え る こ とが 示 さ れ た 。本研究 の 結果 ， 従来言わ れ て き た こ と と は 異 な り，必ず し も過剰

適応的で あ る こ とが非適応的と は み な す こ とが で き な い こ と が 示 さ れた。しか し，他者志向的 な適応方

略で 支え られ る適応感の 影 に は ス トレ ス の存在が想定 さ れ，そ の ス ト レ ス が将来 の 不適応 を予測 す る可

能性 に つ い て 考察 を行 っ た
。
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問題 と 目的

　Oleson，　Poeh！mann ，　Yost，　Lynch ，＆ Arkin （2000）

は，「生耒 の 能力 に 不 信 を抱 き，同時 に よ い 業績 を 取 る

た め に異常な ほ ど努力を示 す 者」を ， テ ス トの よ うな

客観的 （・bjective）な指標 に よ っ て 規定さ れ な い と い う

意 味 を 含 め て
“
sub ゴective 　overachiever

”
と名 づ け

た
1
。 そ もそ もオ ーバ ーア チ

ーバ ーと は知能 と の 相対的

関係 に お い て 学業達成度 の 高 い 学習者 （e．g，、　English ＆

English，ユ95S　l中村，1968） と捉 え ら れ ，
そ の 肯定 的側而 が

注目され て きた。例 えば Agarwal （19771　1ま， ア ン ダー

ア チ
ーバ ー

と 比 ベ オ
ーバ ーア チ ーバ ーは ， 家庭 や 学校

で の適応や ， 健康面 ， 社会面 ， 情動面の適応 も良 い こ

と を示 し て い る。そ の
一

方で ，現在で は オ ーバ ーア チ ー

バ ー
の 過剰 な努力 の 側面 に も焦点 が 当 て られ る よ う に

な っ て きて い る。Giacobello（20 ωは，

“
overachieve

”

の over は 「過剰 （t・・ much ）」，
　 achieve は 「達成す る

（accomplish ）」や 「う ま くや る　（perform　successfully ）」

を意味す る と し ， そ れ が 過度の ス トレ ス や 自殺 ， 薬物

依存 と い っ た危険性 に っ な が る可能性を 示 し て お り，

S
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”
　 東北大学

】
　 直訳 は

“
主観 的オ

ーバ ー
ア チ

ーバ ー”
と な る だ ろ うが，意味

　が 明確で な く， ま た適切 な 邦訳が な され て い な い た め本 稿で ほ

　原語 の ま ま記 した。

一概 に 全 て の オ ーバ ーア チーバ ーが適応的 と は み なせ

ない こ とを示唆して い る 。

　本邦に お け る subjective 　overachievement の 類似

概 念 と し て は過 剰 適 応 を あ げ る こ と が で き る 2
。 過 剰 適

応 と は ， そ の 名 の とお り 「行き過ぎた適応」 を示 す 。

つ ま り，環境 か らの 要求や期待 に 個人 が 完全 に 近 い 形

で 従お う とす る こ とで あ り， 内的な欲求を無理 に抑圧

して で も， 外的な期待や要 求 に 応 え る努力を行 う こ と

で あ る （石 津，2006 〕。本邦 に お け る 実証 的 な 過剰 適応研

究 は非常に 数が少 な い が ， 過剰適応は外的適応 （社 会的

適応）を促す
一

方で ， 自らの 「生 の感情」を抑圧す る 傑

山，2003） こ とが 示 さ れ て い る 。
こ の よ う な （subjective ）

overachievement や過剰適応 を助長 さ せ る要因 と し

て，親か ら の 愛情や 承認 を求 め る心性 （伊 藤，1999 ；

J〔｝nes ＆ Berglas，　lq．・78 ；Oleson　et　al．，2000＞ や ， 低 い 自尊感

情 を補償 しようとす る た め の動因か ら くる内的プ レ ッ

シ ャ
ー （Giacobell。，2000） が想定さ れ て い る 。 し か し な

が ら ，
こ の よ うな過剰適応 が 不適応 に つ な が る と い う

示 唆は ， 臨床場面 で の 印象な ど を基 に した 主観 的記述

が な され る に と ど ま っ て お り （桑 乢 2DO3），不適応 に つ

なが る可能性 を実証的 に示 した研究は内外に お い て ほ

とん ど見 当た らな い 。

　 と こ ろ で，過剰適応 の 概念 は き ち ん と整 理 さ れ て い

：

　 本邦 に お け る過剰 適応 は，gubjective 　overachievement の 業

　績 の た め の 過 剰 な努力 とい う視点だ け で な く，社 会集団へ の 過

　剰 な適応努 力 と い う対人 関係の 視点 を含 む と考 え られ る 。
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な い と い う現状が あ る 。 過剰適応 と は 上述 の よ う に ，

「行 き過 ぎた 適応」で あ る こ と か ら ， 無 理 を しす ぎ て い

る状態や頑張 りす ぎて い る状 態 と い うイメ ージ が先行

しがち で ある。その ため過剰適応を，無理 をしが ち で

あ る とい う個人 の 性格特徴と捉 え る の か
， 環境か らの

期待に完全 に 近 い 形 で従うた め に 行 う適応方略 と して

捉え る の か ， 概念が整理 され な い ま まで あ っ た 。

　桑山 （2003） は い わ ゆ る 「よ い 子」 と過剰適応を同義

として 扱 っ てお り，エ ゴ グラム の AC （adapted 　child ）に

見 られ る性格特微を引用 して い る。また ， subjective

overachiever に は 自己 不信 （self　d・ ubt ）が そ の構成要素

の
一

つ に あげ られ る （OlesonetaL，2000）。こ の よ う な特

徴 は ，い わ ば 個人 の 特性 的 な 内的側面 を反映す る もの

と捉 える こ とが で きる。一
方，過剰適応傾 向が ある者

は 他者志向的行動や他者 の 期待 に 沿 う行動 （大 嶽 ・五 ＋

嵐，2005）を し ， 外的適応 を高め る た め の 努力を行 う。
こ

の よ うな行為は外的適応 を支え る た め の 適応方略 とみ

な す こ とが で き，他者志 向的 な 外的側面 を反映す る も

の と理解 で き る 。 し た が っ て ， 以上 を勘案すれ ば ， 過

剰適応 と は個人 の 自己抑制的 な内的側面 と，他者志向

的で 主 に 行動 レ ベ ル か ら捉 え ら れ る外的側面 か らな る

概念 と仮定で き る 。

　そ こで ， 本研究の 1 つ 目の 目的 として ， 過剰適応 の

構造を検討す る 。 石津 （2006）の 青年期前期用 の過剰適

応尺度で は「自己 抑制」「自己 不全感」「他者配慮」「期

待 に 沿 う努力」「入か ら よ く思わ れ た い 欲求」の 5 つ の

下位尺度 が 設定 され て い る。 前者 2 つ の 下位尺度 は個

人 の 特性的な内的側面 に，残 りの 下位尺度は他者志向

的な外的側 面 に 相当す る と考 え られ， こ の 下位尺度 を

利用 して作成 し た因子 モ デル の 適合度を検討す る こ と

で ，上記の 仮説 の 検証 を行 う。

　一
方，臨床場面 に お け る主観的記述か ら過剰適応 は

非適応的 （maladaptive ）と され る
3
。 例 えば Koz ］owska

（200ユ，2003．〉 は，転換性障害 の 子 ど もの 多 くが よ い 子

で
， よ く気が つ き ， 従順 で

， 達成度が高 く， 良心的で

あ る こ と を指摘 して い る。また ， 他者 の 要求 に 応 え る

努力が 持続で き な く な っ た状態 が バ ーン ア ウ ト （宗像，

1993 ；ZapL　2002 ） で ある とい う指摘 もある 。
こ の よ うに ，

3
　 こ こ で の

“
非 適応的

”
は 臨床症状 を意 味 して い る 。しか し，

　
“
適応

”
か

“
非 適応

”
か は，階層構造 をなす目標 の 巾の どの 目

　標 に 焦 点 を 当て る か で 変 化 し う る と思 わ れ る （村 山 ・及 川，
　2005 ）。すなわ ち，過剰 適応す る こ と は，臨床症状 を出 さ ない こ

　 とが 目 標 な ら ば非適 応 的 で あ る が ，社 会 適 応 を 促 す （桑 山，

　2003）こ とが 目標な らば適応的 と捉 え る こ とが で き る 。 本稿で

　 は，非適応 的か 否 か に 関 して は以 ヒの よ う な視 点を含 め捉 える

　 こ と と す る 。

結果的 に 見れ ば過剰 適応 は 非適応 的 と捉 える こ とが で

き る だ ろ う。し か し ， 個 人 が 他者 の 要求 や 期待 に 応 え

る べ く努力し続け る の は ， そ の よ うな 行為が 個人 に

と っ て適応的に作用す る場合が ある か ら と も考え られ

る
。 す な わ ち

，
subjective 　uverachiever は 結果 と し て

客観的 な成功 を高 め る （Chang，　 Arkin、　 Leullg，　 Cha ］i，＆

Leung ，2004）とい う指摘や ， 早 くか ら大入 の 役割 を身 に

付け た 子 ど も た ち が他者志向的な行動を通 じ て 自己へ

の肯定感を高め る （Gl・ ver ，1994） とい う指摘は ， 自己不

信を補償 し個人 の 肯定感 を高 め る 過程 と して 捉えられ

る 。

　本邦 に お け る過剰適応研究で は，過剰適応が個人 に

ど の よ うな 利益 を提供す る の か と い っ た，適応的 な 側

面 か らの 研究はな され て お らず，過剰適応は非適応的

で あ る こ とが 前提 で あ っ た。そ こ で 本研究 の 2 つ 目の

目的 と し て
， 過剰適応 が 心身 の 適応 と どの よ う に 関連

す る の か を上述 の 視点 を含 め て検討す る。

　な お ， 本研究で は 心 身 の 適応 の 指標 と し て ス ト レ ス

反応 と学校適応感 を測定す る 。 Phillips　〈1978）の 「学校

に お けるス 1・レ ス と不安パ ラ ダイ ム （schODI 　 stress 　 and

anxiety 　paradigm ）」に よ れ ば
，

ス ト レ ス 反応 は 学校 に お

け る学習や行動 に影響 を与え る こ とが示 され て い る。

本邦に お い て も学校 ス トレ ス 研究が蓄積 され て お り（e、

g．，岡安 ・嶋田 ・丹羽 ・森 ・矢冨，1992 ；岡安 ・嶋田 ・坂野，工993；

嶋 田 ・三 浦 ・坂野 ・上里，1996 ；神藤 ，
1998）， ス ト レ ス 反応は

適応の
一

つ の 指標 と な る こ とが 明らか に さ れ て い る 。

また，もう
一

つ の 心身 の 適応 の 指標で あ る学校適応感

の 測度 と して 大久保 脚 U5）の 尺度を採用 した。こ の 尺

度 で は 「個人 が 環境 と適合 して い る と きの 感覚」 と い

う， よ り主観的な適応感を測定す る こ とが で き る 。 以

上 か ら， 本研究 で は ス トレ ス 反応 と適応感 と い う異な

る 側面 か ら適応を 測定す る 。

方 法

調査協力者

　東北地 方 の 中学 生 ， 男子 295名 ， 女予 349名 ， 性別

不 明 6名の計 650名を分析の対象と し た 。 平均年齢は

13，69 歳， 標準偏差は ，90で あっ た 。 学年別人数は 1年

生 214名， 2年生 201名， 3年生 235名で あ っ た 。

質問紙 の 構成

フ ェ イ ス ・シ
ー

ト　学年 ， 年齢 ， 性別 を尋 ねた。学校

の 先生が回答を見る こ とは な い こ と， 成績等に も関係

な い こ と を明記し ， 回答す る上 で の 不安を低減さ せ る

よ う配慮 した 。

過剰適応　石津 （2006）に よ る青年期前期用過剰適応尺
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度 を用 い た。尺度 の 下位 因子 と項 目を Table　1 に 記す。

尺 度 の 信頼性は 内的
一

貫性お よ び再検査信頼性に よ っ

て確認さ れ ， 妥当性 は公 的自意識得点 とエ ゴ グ ラ ム の

AC 得点と の関連性か ら確認 さ れて い る。

学校適応感　大久保 （LO〔）5） に よ る学校 へ の 適応感尺度

か ら 「居心地 の 良 さ の 感覚」因子 を測定 した。

ス トレス 反応　岡安 ・嶋田 ・坂野 （1992） を三 浦・福田 ・

坂野 〔1995）が 改編 した 質問項 目，お よ び 岡田 （2002〕か

ら 「身体的反応」，「悲哀」， 「攻撃」 を測定す る項 目を

用 い た 。

Table　1　 過剰適応尺度 の 下位尺度 と その 項 目
一

覧

他者配慮

相手 が ど ん な気持 ち か 考 え る こ とが 多 い

自分が少し困っ て も， 相手の た め に何か し て あげ る こ

　 　 とが 多 い

人 が し て ほ しい こ と は何か と考 え る

「自分 さ え我慢 すれ ば い い 」 と 思 う こ と が 多 い

人 か ら の 要求 に 敏感 なほ う で あ る

とに か く人 の 役 に た ち た い と 思 う

や りた くな い こ とで も無理 を して や る こ とが 多い

っ らい こ とが あっ て も我慢 す る

期待 に 沿 う努 力

人 か ら
“
能力 が 低 い

”
と思 わ れ な い よ う に が ん ば る

期待 に こ た え な い と，しか られ そ うで 心 配に な る

他 者か らの 期待 を敏感 に 感 じて い る

人 か ら ほ め て も ら え る こ とを 考 え て行動 す る

期 待 に こ たえ るため に ，成績 をあげるよ うに 努 力す る

自分 の 価値が な く な っ て し ま うの で は な い か と心 配 に

　 　 な りが む しゃ ら に が ん ば る

期 待 に は こ た えな くて は い け な い と思 う

人か らよ く思 われた い 欲求

相 手 に き らわ れ な い よ うに 行 動す る

人 か ら気 に入 られた い と思 う

人 か ら認 め て も ら い た い と思 う

自分 を よく見 せ た い と思 う

他 人 の 顔 色 や様 子 が 気 に な る ほ う で あ る

自己抑制

自分 の 気持 ち をお さ え て し ま う ほ うだ

自分 自身 が思 っ て い る こ とは ， 外 に 出 さない

心 に 思 っ て い る こ とを人 に 伝 え な い

考 え て い る こ とをす ぐに は 言わ ない

思 っ て い る こ とを 口 に 出 せ な い

相手 と違 う事 を思 っ て い て も，それ を相 手 に 伝 えない

自分 の 意 見 を通 そ う と しな い

手続 き

　調査 は 東北地 方 に あ る 4校 の 中学校 で 2DO5 年 11 月

〜12月に か け て実施 さ れ た 。 回答は全 て無記名で行わ

れ た 。 4校の うち 3校で は，ク ラ ス担任が ホーム ルー

ム の 時間 に
， 調査 用紙 を配布 し

， 記入 を 求 め 回収 した 。

また ， 残 りの 1校 に 関 して は．一
斉調査 が 困難 で あ っ

た た め ， ク ラ ス の 担任か ら質 問紙 と回収用封筒が配布

さ れ，自宅 で の 回答を依頼し た 。 回答は封筒に 入 れ密

封 した状態で提出して もらい 匿名性 の保持に努めた。

結 果

確認的因子分析

　Figure　l に 示 し た よ う に
， 「自己抑制」と 「自己不全

感」とい う潜在因子 の 高次因子 として 内的側面 を，「他

者配慮」「期待に 沿 う努力」「人 か らよ く思 われた い 欲

求」 とい う潜在因予の高次因子 と して外的側面を仮定

し た高次因子 モ デル を構成し た 。 最尤法に よ る確認的

因子分析を行 っ た 結果 ，
モ デ ル の 適合度 は GFI ＝ ．988，

AGFI　＝，．955，
　 CFI＝．984，

　 RMSEA ＝．072，
　 AIC＝41．75

で あ り，RMSEA が や や高め で あ る が 許容で き る 適合

度 が 示 された 。

　な お ，「人 か らよ く思われ た い 欲求」は そ の ［大i子名か

ら 内的側面 と も捉 え る こ と が で き る 。そ こ で ，「人 か ら

よ く思われた い 欲求」 を，内的側面 を構成する潜在因

子 として 仮定 し上記 の モ デル と適合度 を比較 した と こ

ろ，適合度 が 大 き く低下 したた め ，「人 か ら よ く思われ

た い 欲求」は他者志向的な外的側面 を構成す る 因子 と

す る モ デル を採用 した 

過剰適応と学校適応感，ス トレ ス 反応 との 関係

　全 て の 変数 と そ の 下位尺度 の 記述統計量 を 示 し ， 過

剰適応 と 学校適応感，ス トレ ス 反応 の 下位尺度 の 単相

関係数を算出した （Table2 ）。その 結果 ， 悲哀 と過剰適

応 の 下位 尺 度 と の 間 に 弱〜中程度 の 正 の 相 関 （r ＝＝．LD

〜．45，p 〈 、OD が 確認 さ れ た 。

一
方 ， 過剰適応 の 下位 尺 度

自己不全感

自分 の あ ま りよ くな い と こ ろ ば か り気 に な る

自分に は ， あ ま りよ い と こ ろが な い 気 が す る

自分 の 評価 は あ ま りよ くな い と思 う

自分 は ひ と りぽ っ ち と感 じ る こ とが あ る

自分 に は 自信が な い

自分 ら し さが な い と思 う

Figure　1 過剰適応 の 高次因子 モ デル

’
　 「人 か ら よ く思 わ れ た い 欲求」 が 内的側 面 を構 成す る と仮 定

　 した 場 合，モ デ ル 適 合度 は GFI＝．937，　 AGFI ＝．763，　 CFI ＝

　．893，AIC ＝125．98で あ っ た。
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Table　2　 各尺度 の 基礎統計量 と過剰適応 と学校適応感 ， ス トレ ス 反応 との 単相関係数

単相関係 数

ル1SDVIVIIV1 皿 IX

1 自己 抑制 　　　　 　　　 　　　20．88
11 自己 不全感 　　　　　　　　 19・35
1且旦　他者配 慮 　　　　　　　　　　　　　　　　27．18
1V 期待 に沿 う努ソ」　　　　　　　　　 22．10
V 人 か ら よ く思 わ れ た い 欲求 　 18、14

VI 学校適応感　　 　　　 　　　　39．44
VII身体 的反 応 　 　 　 　 　 　 　 　 8．90
V］11悲哀　 　 　　 　 　　 　 　　 　 5．Ol
IX 攻撃　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8．65

5，82　　
−．33＊’　 ．16”　　．27’＊　　．11＊＝

5，16　　−．35＊，
　　．31＊ ＊

　　．45＊ ＊

　　，29‡耳

5．75　　　，11＊＊　　，ユ8’串　　．25串＊　　．〔〕3
5，44　　　，10’　　　，11＊“　　．20や串　　．14＊＊

4．37　　　．12＊＊
　　，ユ1＊ 串

　　．23 ’ i
　　，2D＊ ，

9．924
．052
．784
．25

零
力く ．05　　

鴛木

ρ〈 ．01

と学校適応感 との 関連 で は ，「自己抑制」と 「自己不全

感」に負の相関が ， （そ れ ぞ れ 1
’＝一．33，ρく．01； r ＝一．35，ρく

．Ol）， その 他の 下位尺度 と は非常に弱 い 正 の 相関（r ＝．10

〜．12，p 〈 、01〜．  5）が 見 ら れ た 。

　続 い て過剰適応傾向が 心身の 適応 に 与 える 影響 を検

討す る た めに ，過剰適応 の 下位尺 度 で あ る 「自己抑制」

「他者配慮」「期待 に 沿 う努力」「自己不 全感」「人 か ら

よ く思 わ れ た い 欲求」 の 5 因子 を独立変数，学校適応

感 と ス ト レ ス反応を従属変数 と した 多変量 回帰分析 を

男女別に 行 っ た
5・（Figure　2）。なお ，独立変数 は互 い に

相関関係 に あ る こ と が 予測 さ れ た た め ， 過剰適応の 下

位尺度に関 して は ， 上述 の確認的因子分析の結果 を参

考 に 変数間 に共 分散 を 設 定 し た。ま た，従属変数 に お

け る学校適応感 と ス トレ ス 反応の 間 に も相関関係 が 想

．49 ＊ ＊

．55 ＊ ＊

，55＊ ＊

，51＊＊
．53 料

．53 ＊＊

．60 ＊ ＊

．61 ＊ ＊

注 1）数値 は上 段 が 男子，下段が 女子 を 表す。
｝主 2 ）　

s ＊
ρ＜ ，01、＊p く ．05Figure

　2 過剰適応 が 心身の適応に与え る影響

S
　 本研究 に お い て は過剰通 応 と心 身 の適 応 との 関係 の 検 討 を

　 目的 と す る こ と ， ま た ， 過剰適応傾 向に 影 響を与え う る と考 え

　 られ る要 閃を取 り入 れ て い な い こ と か ら，モ デル の 邇合度 を示

　 すの で は な く，回 帰分析 の 結 果 を示 す こ と と した。
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定され る た め ， そ れ ぞ れ共分散 を仮定 して あ る。

　 まず，過剰適応の 内的側面 で あ る 「自己抑制」と 「自

己不全感」が従属変数へ 与え る影響を検討し た 。 そ の

結果 ， 男女共に 「自己抑制」と 「自己不全感」は 「学

校適応感」に 負 の 影響 を与 え て い た。また
， 「自己不全

感」 は男女共 に 「身体 的反応」「悲 哀」「攻撃」に 正 の

影響 を与 える こ とが示 された。続 い て ， 過剰適応 の 外

的側面で あ る 「他者配慮」「期待 に 沿 う努力」 「人 か ら

よ く思われ た い 欲求」が従属変数へ 与える影響を検討

し た。そ の 結果，男女共 に 「他者配慮」「人 か らよ く思

われた い 欲求」が 「学校適応感」 に正 の影響 を及 ぼ し

て い た。男子 に お い て は
尸
期待 に 沿 う努力」が 「学校

適応感」に 正 の 影響を与 え て い た 。 ま た，男女共 に 「他

者配慮」 と 「人か ら よ く思われ た い 欲求」は 「攻撃」

に 対 し，前者は負の 影響 を，後者 は正 の 影響 を示 して

い た。

過剰適応の 内的側面と外的側面の組み合わ せ と学校適

応感，ス トレ ス 反 応 の 関連

　 こ こで は，個人の特徴と心身の適応 との 関連をよ り

詳細 に 捉えるた め，過剰適応 の 内的側面 と外 的側面 の

組 み 合わ せ パ ターン と 学校適応感 お よ び ス ト レ ス 反応

との 関係 を検討 す る 。

　 まず，内的側面得点 と外的側面 得点 の 組 み 合 わ せ パ

ターン を調べ る た め K −
means 法に よ る ク ラ ス タ分析

を行 っ た と こ ろ ， 4 つ の ク ラ ス タ が解釈可能で あ っ た

（Figure 　3）。 そ れ ら 4 つ の ク ラ ス タ の 特徴は 以下 の とお

りで あ る。

　 クラ ス タ 1 は 「内的側面」 が 低 い が 「外的側面」 は

平均 に 近 い 群 で あ っ た 。ク ラ ス タ 2 は い ず れ の 側面 も

低い 群 ， ク ラ ス タ 3 は い ずれ の側面 も高い 群で あ り ，

ク ラ ス タ 4 は 「内的側面」は高い が 「外的側面」は 平

均 に近 い 群で あ っ た 。

　 こ れ ら の ク ラ ス タ群を独立変数 ， 学校適応感 と ス ト

1．51O

．50

一〇．5

一1

一1．5

一2

CL1 CL2 CL3 CL4

注）数値 は 竃 得 点で 示 し て ある 。

Figure　3 各ク ラ ス タの 特徴

レ ス 反応 を従属変数 と した
一

元配置分散分析を行 っ た

（Table　3）。 そ の 結果 ， 全て の従属変数に お い て ク ラ ス

タ 群 の 効果 が 有意 で あ っ た た め，Tukey 法 に よ る 多重

比較 を行 っ た。

　その 結果 ， 学校 適応感 に お い て はクラ ス タ 1 が 最 も

得点が 高か っ た 。 続 い て ク ラ ス タ 3 の 得点が 高 く， ク

ラ ス タ 2 と ク ラ ス タ 4 は 最 も得点が 低か っ た （F （3、

630）− 24．10，p ＜ ．OD 。ま た ，
ス ト レ ス 反応 の 「身体的反

応」， 「悲哀」「攻撃」に お い て ， ク ラ ス タ 3 と ク ラ ス タ

4が他の ク ラ ス タ よ り も得点が 高く， ク ラ ス タ 1 と ク

ラ ス タ 2 で は差は み ら れ な か っ た 〔そ れ ぞ れ F （3，637）＝

14，5工　1）＜ ，Ol　：ノ；（3，638）＝30．72　p＜ ，Ol　l　F （3，638）＝　1〔）、26　p ＜

．D1）。

考 察

　本研究の 第 1の 目的は ， 過剰適応 の 構造 を検討 す る

こ とで あ っ た 。 確認的因 子 分 析の 結果 ， 内的側面 は過

剰適応傾向の者が 示す性格特徴か ら構成 さ れ ， 外的側

Table　3　 各 ク ラ ス タ の 「心身 の 適応」得点 と分散分析結果

ク ラ ス タ 1　 ク ラ ス タ 2　 ク ラ ス タ 3　 ク ラ ス タ 4　　F 値

（N ＝242）　　　（A「＝81）　　　（」V ＝142）　　（八
「＝178）

多重比較
．
（Tukey ）

学校適 応 感

身体 的反応

悲哀

攻撃

43．16
（8．ア6）
7．77

（3．38）
4．01

（1，85）
7．59

（3．64）

35．69
（11．05＞
8．49

（3．　．S9）
4、32

（2，47）
8．43

（4．28＞

39，51
（10．32）
10．29
（4．61＞
6．47

（3．43）
9．81

（4．64）

36，15
〔8．71）
9．54

（4．05）
5．52

（2，82〕
9．28

（4．4e）

24．10”　 　ク ラ ス タ 1＞ 3＞ 2．4

14．51”　 　ク ラ ス タ 3，4＞ 1，2

3〔）．72＊＊　 ク ラ ス タ 3＞4＞ 1，2

10．26＊ i
ク ラ ス タ 3．4＞1

s ＊
カ＜．01

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

28 教 育 心 理 学 研 究 第56巻 第 1 号

面 は個人 が外的に 適応 して い る こ と を示 す た め に取る

行動や ， 外的適応を維持も し くは 上昇さ せ る た め の適

応方略か ら構成さ れ る こ とが 明 らか と な っ た。 こ の こ

とか ら過剰適応 の 概念 が 整理 され ， 個人 の 過剰適応傾

向 が より包括的 に 理解 さ れやす くな っ た とい え る だ ろ

う。

　本研究の第 2 の 目的は ， 過剰適応傾向と心身の適応

の 指標 と して仮定 した 学校適応感 と ス トレ ス 反応 と の

関係 を検討す る こ とで あ っ た。男女別 の 回帰分析結果

か ら，過剰適応 の 内的側面 は 学校適応感 に負の 影響 を

与 え ，
ス トレ ス 反応 に は正 の 影響 を与 え る こ と が 示 さ

れ た が ，

一
方で外的側面は ス トレ ス 反応だ けで な く学

校適応感に も正 の 影響 を与える こ とが 示 さ れた。また，

男女 に よ る 影響 の 差 は 全体的 に は 小 さ か っ た が
， 「期待

に沿 う努力」に関 して は， 男子 に お い て は学校適応感

に正 の 影響 を与 え る
一

方 で 女子 に お い て は有意な影響

は確認さ れ な か っ た 。

　回帰分析に よ っ て個々 の 影響を検証す る こ と が で き

た が ， よ り個 人 の 特徴 に 接近 す る た め に ，過 剰適応 の

内的側面 と外 的側面 の 組 み 合わ せ パ タ ー
ン を設定 し，

心身の適応と の関連を調 べ た と こ ろ，「内的側面」の 得

点 が 低 い 2 つ の 群 で は い ずれ もス ト レ ス 反応 が 低 い こ

とが ， 「内的側面」の 得点が高い 2 つ の群で は ス トレ ス

反応が高 い こ とが そ れ ぞ れ 示 さ れ た 。 し か し ， 「内的側

面」 が 低 くか つ 「外的側面」 も低 い 群 は ス トレ ス 反応

も学校適応感 も低い こ とが 確認 された。ス トレ ス 反応

の 得点 が 高か っ た 「内的側面」 の 高 い 2 つ の 群 に お い

て は，「外的側面」得点 が 高 い 群 は 学校適応感 が 平均値

程度 に 保 た れる
一

方 で ，「外的側面」が 平均程度の群は

学校適応感が最 も低 くな っ た 。

　以上 か ら， 過剰適応の 内的側面 と し て捉え られ る「自

己抑制」お よ び 「自己 不全感」 は，心身の 適応 の うち

特 に ス ト レ ス 反 応 と関連 す る
一

方 で
，

そ う した 内的側

面 が 低 い 場合 で あ っ て も， 外的側面 を構成す る 「他者

配慮」「人か らよく思われた い 欲求」「期待に沿 う努力」

が な さ れ る場合 ， 学校適応感は保た れ る こ とが 示 さ れ

た 。

　本邦 を含め た ア ジ ア に お い て は欧米 に 比 べ ，個人志

向よ りも集団志向が 顕著 （Markus ＆ Kitayama，1991） で

ある こ と が 示 さ れ て い る 。 ゆえ に ，学校集団 とい う社

会の 中 で うま く立 ち 回 る こ と は 個人 に と っ て 重要事項

で あ る と考 えられ る。つ ま り， 内的欲求を抑圧し て で

も集団へ の 適応を優先さ せ
， 適応努力す る こ とが 学校

適応感 を保つ の だ と思 わ れ る 。

　また ， 本研究で は学校適応感 と ス トレ ス 反応 を 「心

身の適応」 の指標と し て 設定し た 。 学校適応感 とス ト

レ ス 反応は互 い に 負の 相関が 想定され る概念で ある。

しか し，過剰適応 の 観点 か ら こ の 2 つ の 適応 の 指標 を

眺 め る と ， 学校へ の 適応感を あ る程度感 じ つ つ もス ト

レ ス 反応が高 い 子 ど も や，学校適応感は低い が ス トレ

ス 反 応 も高 くな い 子 ど もた ち の 存在 が確認 され た と い

える だ ろ う。 この 結果 は過剰適応 とい うもの が適応的

に 作用す る場合 と非適応的 に 作用 す る場 合 が 存在す る

こ と を示唆す る が
，

こ れ に つ い て は 以下に考察す る 。

　伊藤 （1993｝は ， 社会的期待や社会的規範に うま く適

応 し て い く過程 を 社会 化 と し，社 会 へ の 適応 を 志向 す

る傾 向であ る社会志向性 はクラス 内の 社会的地位 の よ

うな外在 的な対人場面 で の 適 応行動や ， 他者 か ら認知

可能な行動 レ ベ ル 0）適応 と関連が 強い と述 べ て い る 。

本研究に お け る過剰適応は 「無理 に 内的欲求を抑圧 す

る傾向」を内包す る も の で あ り，そ の 点 に お い て 社会

志 向性 とは異 なるが，社会適応を支 える要因 と捉 える

点 で は類似 して い るとい えよう。一
方 で ， 社会志向性

は 悩 み の 数 と 負 の 関連 を 持 つ （伊 藤 ，1993）の に 対 し ，本

研究 で は過剰適応 は ス トレ ス 反応 と正 の 関連 をもつ こ

とが示 された。こ の こ とは， 社会志向性 と過剰適応 の

差異 を明 らか に し て い る と考 え られ る 。

　社会志向性は外的基準 と内的基準 の 双 方を反映 した

特性 で あ る と考えられ る （伊 藤，エ993）の に 対 し，過剰適

応 で は そ の 定義 より， 外的基準に強 く沿 うが内的基準

は抑 制 され て い る状態 と想定 され る 。 すなわ ち 過剰適

応者 に お い て は ， 個 人 の価値基準は親か ら の愛情や 承

認 の 維持 （伊藤．1999；Jones＆ Bergla．s、1978 ；Oleson じt　aL ，

200ω を背景 と した 「外部か ら どの よ う に 思 わ れ て い る

か 」 と い っ た 外 的基準 に 大 き く左右 さ れるか
， あたか

も外的基準をそ の まま内的基準 として 取 り入れ て い る

状態 で あ る と推測 され る。本研究 の 結果 か らは ， 内的

側面 が 高 く自己抑制的で あ っ て も他者志向的な適応方

略を多く取る個人 は ， 学校適応感は保た れ て い る が，

そ の 陰で ス トレ ス 反応が蓄積さ れ て い る 可能性も示唆

さ れ た 。 この ように 過剰適応 に は，適応性 と非適応性

の 相 反する両側面 が 共存 して い る こ と も想定 さ れ ， 今

後 は 過剰適応 に 関 す る縦 断的 な 研究 も必要 に な る と考

えられ る v

　本研究 に お い て は ， 過剰適応 は あ る側面で は個人 に

と っ て 適応的 に作用 す る可能性が 示 さ れ た 。 こ の こ と

は以下 の 2 点で意義が ある と思われる。 1 つ は ， 従来

言わ れ て き た よ うに 過剰適応的 で あ る こ とが非適応的

と は 必ず し もみ なせ な い 可能性が あ る と い う こ とで あ

る。つ ま り， 過剰適応傾向 の子 ど も で あ っ て も，個人
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的な適応感を感じて い る可能性が 実証的に 示 さ れ た と

い え る 。 2 つ 目は ， 1点目に 関連す る が ， 主体性 を持

た な い 受動 的な方略 に よ っ て 支 え られ て い る適応感 の

背後に は ス トレ ス が存在す る可能性が あ る こ と と ， そ

の 適応感が他者志向的な適応方略 に 支 え られ て い る と

い う 可能性 が 見 ら れ た こ とで あ る、伊 藤 （1993〕 に よ れ

ば，社会化 と個性化 は独立 した終局点 とい うよ りは，

適応的な人格形成 の 2 側面 と して ，
1 つ の 過程 を織 り

成す と考 え られ る 。 し か し ， 過剰適応で は個性化の側

面が欠如し て い る こ とが 想定され ， こ う し て得ら れ た

適応状態は自他 に そ う見 せ る た め の 「偽 りの 適応」 か

もしれな い 。そして，「よい 子」的 なや り方 に よっ て
一

生懸命適応 して い た子 は どこ か で 「ツ ケが くる」砿 岡，

1993）こ と を念頭に お く必要が あ る 。 過剰適応 し て い る

子 ど も に は ， 適応感 に 覆われ ， 周囲 か ら は判断 し に く

い 個人的 ス ト レ ス が 存在 して い る 可能 性 が あ る。適応

感 に 覆われた ス トレ ス が どの ような形 で顕在化 し ， 子

どもの 心身の 適応が変化 して い くか ， よ り
一

層 の 研究

が 必 要 で あ る 。

　本研究の 限界 と課題 と して は ， 過剰 適応に 影響 を与

え る 要因 と し て 想定 さ れ うる 親 か ら の 愛情 や 承認 の 観

点 を組み 込 め なか っ た こ とで あ る。 こ の こ と に よ り，

子 どもを取 り巻 く環境 に 対す る介入 の 可能性に関して

は 確認が で きず ， 過剰適応 に関連 す る と考え られ る 要

因 を取 り込 ん だ モ デ ル の 作成お よ び検討ま で に は 至 ら

な か っ た 。思春期は 自己 に注目が集 ま り，他者 と自己

の 識別 を内的 に も外的 に も行 い 始 め る 時期 で あ る。し

か し，親 か らの 影響 力 も依然 と して 多大 に 受 ける時期

で もあ る。今後 は，子 ど もの 過剰適応 の 観点 に 親 か ら

の養育の 視点を も含 め ， 包括的 に 過剰適応が研究 さ れ

る必要が あ る だ ろ う。
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  0ver-adaptation refers  to behavior that is overly  adapted  or  over-achieved.  Over-adaptation is thought
to be a  cause  of  maladaptation.  But little practical research  on  over-adaptation  has been done. The  aims

of  the present study  were  (1) to organize  the concept  of  over-adaptation  theoretically and  analyze  its
censtructien,  and  (2) to investigate how  over-adaptation  relates  to school  adjustment  and  stress  responses

among  junior high school  students.  Junier high school  students  (N=::65e) completeda  questionnaire. The
results  suggestecl  that the tendency  teward  over-adaptation  was  composed  of  2 characteristics  : internal and
external.  The  internal aspect  is constructed  by self-inhibitive  personality traits, and  the external,  by
other-directed  behavioral tendencies. The  results  also  showed  that the internal aspect  was  related  negative-

ly to school  adjustrnent  but positively to stress  responses,  whereas  the external  aspect  was  related  positively
to both school  adjustment  and  stress  responses.  These results  suggest  that there may  be some  stress  behind
school  adjustment  maintained  by the external  aspect  of over-adaptation,  The  possibility that these stresses

might  predict future maladaptation  was  discussed.
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