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多次元共感性尺 度 （MES ）の 作成

自己指向 ・他者指向の 弁 別に 焦点 を 当て て

鈴 　木　有 　美
’

木　野 　和　代
＊ ＊

　本研究 の 目的 は ， 共感性 の 多次元 的 ア プ ロ
ーチ に 従 い ，他者 の 心 理 状態 に 対 す る 認知 と情動 の 反応傾

向を そ れ ぞれ他者 指向性
一

自己指 向性 と い う視 点 か ら弁別 的 に 測 定し う る 多次元共感性尺度 （MES ）を作

成 し ， そ の信頼性 と妥当性を検証 す る こ と で あ っ た 。先行研究 に お ける概念 定義の 議論 お よ び既存尺度

の 構成 を概観 し ， 「他者指向的反 応」「自己指向的反応」「被影響性 」「視点取 得」「想像性」の 5 つ の 下位

概念を設定し た。こ れ ら を測定す る項 目を作成 し ， 質問紙調査 を実施 した。大学生 871名 か ら得 られた

回答 に つ い て 因子 分析 を 行 っ た 結果，5 つ の ド位概念 に 対 応 す る 5 因 子 が 得 ら れ た 。α 係 数，1−T 相関係

数，再検査信頼性 係数 な ど の 結果 か ら信頼性 を検討 した 。 また ， 既存 の 共感性尺度お よ び共感性 と の関

連 が 予想 され る概 念 を測定す る 尺度 と の 相 関か ら 妥当性 を検討 し た 。 今後，自我発達 と の関連な ど認知・

情動反応傾 向 の 指 向性を規定 し て い る 要因 の 検 討 を 進 め る こ とが ，共感性 に 関 す る 応用研究 に お い て 有

益 と考 え られ る 。

　キーワード ：共感性 ， 多次元尺度 ， 自己 ・他者指向性 ， 信頼性，妥 当性

問題 と 目的

　本研究 で は ， 他者指 向性
一

自己指向性 の 弁別 に 焦 点

を当 て，共感性 の 情動 的所産 と 認知的過程 の 生起 に 関

わ る 個 人傾 性 を測 定 す る 多 次元 共 感性 尺 度 〔Multi−

dimensionai　Elnpathy　Scale ：MES ） を作成す る 。 そ し て ，

既存 尺 度 や 他 の 関連す る概念 と の 相関関係 か らそ の 妥

当性を検討す る こ と を目的 と す る 。

　従来 の 共感性 の 概念 定義 に は，他者 の 心理状態 を正

確 に 理 解す る 点 に 重 き を お く認 知的定義 と ， 他者 の 心

理状 態 に 対す る代理 的 な情動反応を強調す る情動的定

義が 存在 して い た。しか し 近年で は 両側面 を統合 し，

多次元的な構造 で 捉 え る 見方 が 定着 し て い る （レ ビ ュ
ー

は Davis，1994菊 池訳 1999 ；Eisenberg＆ Strayer，1987参照 ）。

特 に 性格特性 と して の 共感性を測定す る指標 に つ い て

は， こ の 多面 的 ・ 多次 元的なア プ ロ ーチ に 従 っ た質問

紙が 積 極 的 に 開発 さ れ て い る 。 中 で も Davis （198D，

／983a） に よ り作成 ・妥 当性検討 さ れ た 対人反応性指標

（lnterpersonal　Reactivity　Index ： IRD は，現在最 も頻繁

に 用 い られ る測度 の
一

っ で あ る。

　IRI は，自発 的 に 他者 の 心 理 的観 点 を と ろ う と す る
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傾 向 を表す 「視点取得 （Perspective 　Taking ： PT ）」， 架

空 の 人 物 の 感情や行動 に 自身を投影 し て 想 像 す る傾向

を表す 「想像性 （Fantasy ； FS）」，他者 に 対 す る同情 や

配 慮 な ど他者指 向的 な 感情 に 関 す る 「共 感 的 配 慮

（Empathic 　C 〔｝ncern 　 ：　EC ）」，他者 の 苦 し む 場 面 に お け る

不安や 不快な ど自己指 向的 な感情 に関す る 「個人的苦

痛 〔Personal　Distress：PD ）」 の 4 下位尺度か ら構成さ れ

る。日 本 で は 桜 井 （1988），菊 池 （Davis ，1994菊 池 訳

1999），明田 〔1999）ら に よ っ て 邦 訳版 が 作成 され た。し

か し，IRI を有用性 の 高 い 指標 と み なす に は い くつ か

の 問題点が あ る 。

　第 1 に，IRI の PD 尺度を構成す る項 目が 「自己 指向

的 な 」情動反応 を 測定 し て い る と は 言 い 難 い 点 で あ る 。

Davis（1994）の 組織 的 モ デ ル に よれ ば ， 他者の 心理状態

を推 測 ・理解 した結果生 じる 情動 的所産 は ， 並行的所

産 と応答的所産 の 2 つ に大別 さ れ る 。 前者は ， 「不安感

を 示 す 他者を見て 自分 も不安に な る」な ど観察他者の

感情 を そ の ま ま再生す る も の で あ る 。 後者は，「不安感

を示す他者 を見 て憐れ み や 怒 りを感 じ る」 な ど 他者 の

感情 と必ず し も同 じで な くと も広 い 意 味 で 対応 した感

情 の 経験 を意 味し，さ らに 他者指 向的反応 と 自己指向

的反 応 に 分 けられ る （Table　1 参 照 ）。　 IRI の PD 尺度 は，

こ の 応答的所 産 の 自己指 向的反応 を測定 す る ため に 作

成 さ れ た が ，妥当性検討 に お い て 満足 な支持 は 得 ら れ

ず （Davis，1983a），自己
一

他者 の 指 向性 の 違 い に つ い て

は そ の 後明示 さ れ て い な い 。
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Table　 1　多次元 的 ア プ ロ
ーチ に お ける共感性 の 下位

　　　 概念 の 位置 づ け

認 知 面
情動面

並 行 的 所産 　　 応 答 的所 産

他 者指向性 　 視 点取 得

自己 指向性　　想像性

　 　　 　　他者指向的 反 応

　 　 　 　 　 （共感 的配慮 ）
被 影 響性
　 　 　 　 　 自 己 指 向 的 反 応

　 　 　 　 　 （個 人的 苦痛 ）

　 しか し ， 指向性 の 弁 別は指標 の有用 性 を高め る た め

に 無視 で きな い 課題 で あ る 。 な ぜ な ら ， 特 に 情 動反応

の 指向性 を重視 する研 究領域 も存在す るか らで ある。

例 え ば
， 向社会 的行 動 研究 に お い て Batson （1987）

，

Batson，　OQuin ，　Fultz，　Vanderplas，＆ Isen（1983） は ，

当時優勢 で あ っ た 1全 て の 援助 行動 は 本 質的 に 利己的

で あ る」 と い う見解 を 批判 し ， 援助行動 に は愛他的な

動機 と利己 的な動機が あ り ， 愛他的な情動反応で あ る

共感的配慮 と利己的な 情動反応 で ある個人的苦痛が そ

れ ぞれ対応 す る こ とを仮 定 し
一

連 の 実験 を行 っ た。ま

た，IRI の 開発以降，実験 的な操作以外 に 質問紙 の 評定

結 果 を用 い て 指向性 を 弁別 す る 研究 もあ る （Eisenberg

＆ Miller，1987参照 ）。 よ っ て ， 他者指向的な EC 尺度 と

自己 指向的 な PD 尺度 と い う指向性 の 弁別 に つ い て 改

良 さ れ た 測度 の 開発 は ，こ の 研 究領域 の さ ら な る 展開

に 貢献 す る もの で あ る 。

　第 2 に ，IRI の PD 尺度が 「応答 的所産 」を測定 して

い る の か 疑わ し い 点 で あ る。個 人的苦痛 は
， 研 究者 に

よ っ て 並行的所産 と も応答 的所 産 とも定義 され う る概

念で あ る 。 す な わ ち ， 観察 者 と観察他者の 感情の 類似

の 程度か ら み れ ば，両者の感情が 同じ で あ れ ば 並 行的

所酷 異なれ ば 応答的所産 と な る。あ る い は，観 察者

の 認知活動 の 程度か らみ れ ば，単 に 情動 が 感染 した場

合の よう に思考を必要 としな い もの は 並行的所産 ， 相

手 の 感i青に 対 し て 何か 思考 した 上 で 生 じ た もの は 応答

的所産 と な る 。 た だ し IRI で は ， 相于 と全 く同じ感情

で は な く，同 じ よ うな方向で あ っ て も 区別で き る 場合

が あ る と の 理 由 か ら，応答的所 産 と定 義 さ れ て い る

（Davis，1994）。しか し PD 尺度 に は，突発 の 出来事 など

に 遭 遇す る と「どうしようもな くなる」「取 り乱 して し

ま う 」 と い っ た 表 現 が 多 く，応答的所産 で は な く並 行

的所産を測定 して い る と も考 え ら れ る 。

　 さ ら に ，PD 尺度 の 項目 は，　 EC 尺度や 他 の 共感性 尺

度の項目と比較 して み て も問題 が ある と言わざ る をえ

な い
。 例 え ば，PD 尺度は ほ と ん どが 緊急 の事故や 突発

の 出来事 に 対 す る 反応傾向を た ず ね て お り，必 ずし も

他者 の 苦痛 を想起 さ せ る と は 限 らな い 。「誰 か が傷 つ い

て い る の を見 て も平 静 で い ら れ る 樋 転 m．目）」は例 外で

あ る が ， 個 入的苦痛 よ り は む し ろ共感的配慮 の な さ ，

あ る い は情動反応傾向 の な さ を測定 し て い る 可能性が

あ る 。 ま た ， IRI以 前 に 開発 さ れ た Mehrabian ＆ Ep −

stein 　q972）の 情動的共感性尺度 （Questionnaire　Measure

of 　Emotional　Empathy ；QMEE ） で は ，「私 は 人 が うれ し

くて 泣 くの を見 る と ， し ら け た 気持 ち に な る」な ど他

者の快感情 に対す る否定的な 反応傾向を 測定す る項冂

も選 定 さ れ て い た が ，PD 尺度 に は 含 まれ て い な い 。共

感性 を広 く
“
他人 の 経験 に つ い て あ る個人 が 抱 く反応

を扱 う
一
組 の構成概 念 （Davis，1994 菊池訳 1999，　p．15）

”
と

定義す る の で あれ ば ， 当然他者の成功 に 対し て 妬み や

焦 りを感 じ る と い っ た 項 目も個人 的苦痛 と し て 想定 さ

れ う る 。

　 こ れ ら IRI の PD 尺度 に お け る問題 に 対す る解決案

は ， （a ）個人的苦痛 の 項 日選 定 に お い て ， 他者の 苦痛 に

対す る 反応傾向 に 限定 せ ず，自己指向的な応答的所産

を測 定 しうるよう配慮 し， （b）新た に 並行的所産 を測定

す る ド位 尺度 を作成 し， 応答 的所産 と 弁別す る こ と で

あ る 。

　た だ し（b）に つ い て は，観察他者 の 感情 を そ の ま ま再

生 す る と い う並 行 的所産 の 定義 に 忠 実 に 従 っ た 項 目を

作成 し て も，測 定上 で は 理論上 ほ ど明確 に 弁別 さ れ る

と は考 え に くい 。代 わ りに 候補 とな るの が ， 元来共感

性 に 包含 さ れ て い た 他者 の 心 理 状態 に 対 す る 素質的 な

「感受性」「被影響 性」な ど と呼ば れ る 反 応傾向で あ

る 。 例え ば QMEE は，「情動的感染へ の感受性」や ［極

度の情動的反応性」 と い っ た 構成要素 も含め て 作成さ

れ て お り，日本版 QMEE を作成 し た 加 藤・高木 （1980）

は，因子分析 の 結果 「感情 的暖 か さ」 と 「感情 的冷淡

さ」に 加 え て 「感情的被影響性」の 3 因子 を抽出し て

い る 。 被影響性 は ， 共感的配慮や 個人 的苦痛な どの 経

験的な 反 応傾向に 比 べ れ ば多分 に 気質的な も の で あ る 。

す な わ ち ， 周囲 に 対 して 感情 的 に 反応 しやす い 者は，

そ うで な い 者 よ りも他者 の 心理状態 に つ い て 小 さな刺

激 で も反応 し，感情 的 に 影響 を 受 け や す い 。 こ の 反応

しや す さ は 並行 的所 庠 と し て 捉 え られ ， 高次 の 認知 過

程を伴 う応答的所産 と は区別 さ れ る 。 そ こ で本研究 で

は，IRI で は想定 さ れ て い な い 被影 響性 を，応 答的所産

で ある個人 的苦痛 とは異な る下位概念 として 組 み 込 む

こ と と した 。

　以上 ， 特に IRI の PD 尺度に 関す る問題点に つ い て

述 べ て き た が，FS 尺度 の 位置 づ け が 明確 で な い こ と

も問題点 と し て 挙 げ ら れ る。FS 尺度 は，認知傾 向を測
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定 す る た め 作成 さ れ た に もか か わ ら ず ， PT 尺 度 よ り

EC 尺度 と の 相関が 高 く，気質的な情動性 と も関連す

る と の 結果 か ら情動 的指標 と結論づ け られ，そ の 後 の

研 究で は利 用 されな い こ と も多 い （例 え ば Duvis，　 1983b ；

Davis ，　Hull，　Yong ，＆ Warren ，1987）。しか し，想像性 を情

動的指標 と す る の は早計で あ る 。 共感性は ， そ の 用語

自体 ドイ ツ美学で使わ れ て い た 観察対象 へ の 自己 の 投

影 を表 す 「感情 移入 （EinfUhlung）」か ら き て お り， 運動

模倣 を通 して 作 品 を理 解す る 手段 と考え ら れ て い た

〔Wisp 壱，1986 ）。 よ っ て ，観察対象 （他 者） を理解す る手

段 と考え れ ば ， 想像性 は 明 ら か に 認知的定義 に 沿 っ て

い る。

　 FS 尺度の位置づ けを明確 に す る た め に は，情動 的

側面 に つ い て提議 し た指 向性 の 弁別 とい う観点 を認知

的側面 に も適用 す る こ と が 有効 と考 え られ る。す なわ

ち ， 「他者指向的な」認知傾 向 と して の 視点取 得 と 「自

己 指向的 な 」 認 知傾 向 と し て の 想 像性 と い う関係 を想

定す る。想像性は ， 他者 の 立場 に 自己 を置 く と い う点

に お い て
， 視点取得 と 同様 の 認 知過程 で あ る 。た だ し，

視点取得は観察対象で あ る他者 の 理解 が 目的 で あ り，

そ の た め 自己 中心的 な考 えを抑 えて 相 手 の 立場 を受 け

入 れ る こ とが 求め ら れ る他者指向的な認知過程で あ る 。

こ れ に対 し，想像性 は観察者で あ る 自己 を理解 す る こ

とが 目的の 自己 指向的な認知過程で あ る と仮定 で きる。

なぜ な ら，自己 を架 空 の 人物 に 投影 させ る の に 自己中

心的な考 えを抑え る必 要はな く，む しろ 「自分 な ら こ

う 感 じ る 」 と積極的 に働か せ る こ とが 必 要 と な る た め

で あ る。

　従 っ て 本研究 で は，認知 的側 面 と し て 他者指向 的 な

視点取得 と自己指向的な想像性，情動 的側面 と して 他

者指向的 な 応答的所産 の 共感的配慮 と 自己指向的 な応

答的所産 の 個 人 的苦痛，お よ び並行 的所 産 の 被影響性

の 5 下位概念か ら な る 共感性尺度 を作 成 し，信頼性 と

妥当性 を検討す る。

方 法

調査対象 ・調査時期 ・手続き

　愛知県内の 5 つ の 四年制大学 に 通 う学生 に対 し て ，

2003年 10 月 か ら 2006年 2 月の 間 に 5 回 に わ た っ て

質 問紙 調査を実施 し，30 歳未満の 回答者 を分析対象 と

し た 。内訳 は
，
1 回 目調 査 174 名 （男 110名，女 64 名 ；M ＝

19．82歳，SD 　＝1．08）， 2 回 目調査 210名 （男 119名，女 91名 ；

M ＝19．75 歳 SD ＝1．05）で ，
こ の うち 141 名が両方 に 回答

した
1
。3回 目調査以降は ， 順 に 168名（男 79 名，女 89名 ；

IV ＝19．67歳．　SD ＝1．17），144名 （男 45名．女 99名 ：班 ＝19．05

歳 SD −
。．80）

， 347名（男 138名、女 209．名 ；．Vf＝］8．87歳 SD −

1．13）で あ っ た 。 調査 用紙 は ， 各自が 自宅 へ 持ち帰 っ て

回答 し ， 後 日回収 さ れ た 。

調査内容

　本論文 で の 分析対象と し た測度の み 以下 に 記載す る。

（1）は全 5 回 の 調 査 に お い て 実施 し，（2｝〜〔12｝は い ずれ

か 0）調査 に お い て 実施 した。

　（1） MES 　「視 点取 得」「想像性」「共感 的配慮」「個

人 的苦痛」「被影響性」の 5下位概念 を 設定 した 。 尺度

項 目 は，鈴木 ・木野
・出 口 ・遠山

・出 冂
・伊田 ・大谷

・

谷 口 ・野 田 （200Q） の 研究 に お い て 収集 ・作成 さ れ た 約

30｛｝の 項 目プ ール か ら選定した 。 選定 の 基 準 と して ， 他

者の 苦痛 に限定せ ず快感情 も含め て他者の 心 理 状 態 に

対 す る反応傾向を測定する こ と，他者指向的な 共感的

配 慮 と自己 指向的 な 個人 的苦痛 を反映す る応答的所産

傾 向 を測定 す る こ と，被影響性 は 自己指 向的 で も他者

指 向的 で もな く，他者 の 心理状態 に 対 す る素 質的な巻

き込 ま れ や す さ を測定す る もの で あ る こ と，他者指向

的 な 視 点取得 と 自己 指 向的 な 想像性 を 反 映 す る認 知傾

向を測定す る こ と，に 留意 した 。 各 5項 目， 5件法 。

　  　 IRl 菊池 （Davis，1994菊池 訳 1999） に よ る翻訳版

を使用 した
。 「PT 」「FS 」「EC 」「PD 」各 7 項 目， 5 件

法 。MES の 対 応 す る 下位 尺度 とそ れ ぞれ正 に 相 関 す

るが ， 個人 的苦痛 は関連が弱 い と予想 す る。

　（3｝ QMEE 加藤 ・高木 （1980 ） に よ る 日本版 を使用

した 。 「感 「青的暖 か さ 」10項 目，「感情的冷淡さ 」10 項

目， 「感情 的被 影響性 」5 項 目， 7件法。感情 的暖 か さ

は共感的配慮 と正 に 相関す る と予想す る 。 感情的暖か

さ と感情的冷淡 さ の 負の 相関が 報告 さ れ て い る こ と か

ら，感情 的冷淡 さ は 共 感的配慮 と負 に 相 関す る と 予想

す る。ま た ，感情 的被 影響性 が 被影響性 と正 に 相 関す

る と 予想す る。

　（4） 自己 意識 尺 度　菅原 （1984） に よ る 口本 版 を使 用

し た 。 「私的 自己意識」10 項 目，「公的 自己意識」11項

目， 5 件法。IRI の 検討 （Davis，1983a ；Davis ＆ Franz ・i，

199D に お い て 自 己 指 向性 を 測 る 尺度 と し て 採用 さ れ

て い る こ と か ら，い ずれ も想像性や個人的苦痛 と正 に

相関 す る と 予想 す る。

　  　没入尺度　坂本 〔199η の 自己 フ ォ
ーカ ス の強 さ

と持続性の個人傾性 を測定す る 尺度を使用 した 。 「自己

没 入 」11項 目 ， 「外的 没 入 」8項 目 か ら な る が ， 本研究

で は前者の み使用 した 。 5件法。自己指向性の観点か

1
こ の 141 名 の データ を後述 の 再 検査 信 頼性 の 分 析 に 用 い た。因

子 分 析 と 下位 尺 度 間 の 相 関分 析 に は 2 回 目調 査 の 回 答 の み 使

　 用 した。
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ら想像性や 個人的苦痛 と 正 に相関す る と 予想す る 。

　  　自尊感情尺度　Rosenberg （1965 ）の 尺度 を邦訳

して 使用 した 。 1  項 目， 5 件法。IRI と の 関連 （Davis、

／gs3a）同様，視点取得 と 正 に 相 関 し，共感 的配 慮 と 無相

関で あ る と予想す る 。 ま た ，
IRI で は PD と 負 に 相関す

る結果 が 見 出さ れ て い る が ，MES で は 被影響性 と負

の 相関関係 に あ る と 予想す る 。

　（7） 個人志向性 ・社会志向性 PN 尺度　伊 藤 〔199．・3、

1995＞ の 自己 概念 を 形成 す る 際 の 基 準 の 方向性 を測 定

す る 尺度 を使用 し た。「肯定 的 な個人志 向性 」 8 項 目 ，

「肯定的な社会志 向性」9項 目， 「否定的 な個人志 向性」

6項 目，「否定的な社会志向性」7 項目， 5件法 。 他者

指向性の 観点か ら肯定的社会志向性が 視点取得や 共感

的配 慮と 正 に 相関す る と 予想 す る 。 被影響性 は，同調 ・

他律 的な在 り方 を捉え る 否定 的社会志向性 と正 に ，自

己実 現 を終局 とす る 肯定 的個人 志向性や 自分 中心 的な

在 り方 を捉え る 否定的個人 志向性 と負に相関す る と予

想 す る 。

　（8） 愛他行動尺度　 Rushton，　Chrisjohn，＆ Fekken

（1981） の 尺 度 〔2U 項 目 ） を 菊池 （1988 ） を 参 考 に 邦 訳

し，菊池 の 大学生版向社会 的行 動尺度か ら 5 項 目 を加

え，表現 を揃 えるた め 改変 した上 で ，25 項 目 か らな る

愛他行 動 尺 度 を用意 した。各行 動 に つ い て 「経験頻 度」

「（実 際の 経 験 に 関係 な い ） 精神的負担」， 5 件法 。 他者指

向性の観点か ら視点取得や共感的配慮 と経験頻度 は正

の ，精神 的負担 は負の 相関関係 が あ る と予 想す る。自

己指 向性 の 観 点か ら想像性や個入 的苦痛 と精神的 負担

は正 に 相 関す る と 予想 する。しか し，負担 を感 じっ っ

も利己的な 理 由に よ り実際に援助行動 を と る者が存在

す る （Batson　 et 　 al ．，1983 ） こ と か ら ， 経験頻 度 と は 関連

し な い と予想す る 。 ま た ，向社会的行動 は QMEE の 感

情的被影響性 との 無相関 が 報告 さ れ て い る こ と か ら，

MES で も被影響性 と は無相関で あ る と 予想す る 。

　（9＞ Buss−Perry攻撃性質問紙　安藤 ・曽我 ・山崎 ・

島井 ・嶋田 ・宇津木 ・大芦 ・坂 井 （1999） に よ る 日本版

を使用 し た 。 「短気 」5項 目 ， 「敵意」 6項 目 ， 「身体 的

攻撃 亅6 項 目 ， 「言語的攻撃」 5項 目 ， 5件法 。 他者指

向性 の 観 点 か ら 視点取得 や 共感 的配慮 と負 に 相関 す る

と予想 す る 。 また ， 文章完成法 で は他者 の 不幸 を喜ん

だ り他者の 幸 せ を妬む 記述を し た 者の 敵意 の得点が高

か っ た と報告 さ れ て お り，敵意が個人的苦痛 と正 に相

関 す る と 予想 す る 。 言語的攻撃 は ， 対 立 場 面 に お け る

強 い 自己主張 を測定す る項 目 か らな り，被影響性 と負

に 相 関す る と予想す る。

　  　社会的 ス キ ル 尺度 　菊池 q988 ） に よ る 尺度 を使

用 し た 。 18項 目， 5 件法 。 視点取得 は社会的ス キ ル を

発揮す る た め に 必要 な能力 で あ る と考 え ら れ る た め，

正 の 相関 関係 があ る と予想す る。また ， 項 目内容 か ら

被影響性 と負に相関す る と 予 想 す る 。

　（11）　 5因子性格検査　和出 （1996 ）に よ る 尺度を使用

し た。「外 向性」「神経症傾 向」「開放性 」「誠実性 」「調

和性 」各 ユ2 項 目 ，
5 件法。外 向性 や 調和性 は 他 の 人格

検査 に 含 まれ る共感 性 と関連 す る 〔Shafer，1999 ： 和 田，

1996）こ と か ら，共感 的配慮 と 正 の 相関 関係 が あ る と 予

想 す る 。 ま た ， 項 目内容 か ら神経症傾向が被影響性 と

正 に相関す る と 予想す る 。

　  　社会的望 まし さ尺度　北村 ・鈴木 （1986 ） に よ る

短縮版 を使 用 した。10項 目，2 件法。共感的配慮や視

点取得 と は関連 しない こ とが 望 まれ る。

結 果
z

MES の 構成

　 ま ず ， MES の 各項 目 に つ い て 反応 率 の 偏 向を 検 討

し ， あ る評定値 に 50％以 上 が偏 る項 目 は な く， ま た肯

定率 （「とて も よ くあ て は ま る 」 と ［や や あ て は ま る 」 を 併 せ た

割合 ） あ る い は 否定率 （「全 くあ て は ま ら な い 」 と 「あ ま りあ

て は ま ら な い 」 を併せ た 割合） が 80％を超 え る 項 目 もな い

こ と を 確認 し た 。

　次に ， 因子分析 を行 っ た 。 初期解 と し て 主成分 解を

採用 し，そ の 固有値の 減衰状 況 と そ れ に 基づ くプ ロ

マ ッ ク ス 回転解 の 因 子負荷 量 の 解釈可能性 か ら
， 最終

的 に 5 閃子解 を採用 した．そ の 結果 ， 当初想定 して い

た下位概念 を測定 す る項 目群が そ れ ぞ れ 因 子 と して ま

と ま っ た 。 第 1因子 は他者の感情や意 見 に 影響 さ れや

す い 傾向を 表 す 「被影 響性 」，第 2 因子 は他者 に 焦 点 づ

け ら れ た 情緒反応 を示す「他者指向的反応」，第 3 因子

は 自己 を架空 の 人物 に 投影 さ せ る 認知傾 向を表 す 「想

像性」，第 4 因子 は相手 の 立場 か らその 他者 を理解 しよ

う と す る 認知傾 向 を 表 す 「視点 取得」， 第 5 因 子 は他者

の 心理状態に っ い て 自己 に焦点づ け られ た情緒反応 を

示 す 「自己指向的反応 」， と そ れ ぞ れ 命名し た 。 第 5 因

子 は IRI の 個人的苦痛 に 対応 す る もの で あ る が，「自分

はそうな りた くな い 」「自分 の 身 に起 こ っ た こ と で な く

て よ か っ た 」な ど，苦痛に 限ら な い 反応傾向を 含む た

め 「自己指 向的反 応」と命 名 した。こ れ に 応 じ て ，
IRI

の 共感的配慮 に 対応 する第 2 因子 も「他者指向的反応」

と命名し た
。

　下位尺度得点 は ， 評定値 が高 い ほ ど 当該 の特性が強

2
　 分 析 に は，全 て SPSS 　（version 　ll．5J） を千1亅用 し た。
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い こ と を 示 す よ う逆転項 目の 得点処理 を 行 い ，各因子

を 構成す る 項 目の 合計 を項 目数 で 除算 し て 算出し た 。

そ の 際，自己指 向的反応 の 1項 目 （pD5 「15．痛 み に 苦 し ん

で い る人 を 見 る と，気 持 ち が 悪 くな る」）は ，因子負荷量 ，
α 係

数 ， 項目
一．．
下位 尺度間 （1T 〕相関 （r ＝．13） な どの 内的

整合性 の 観点 か ら除 外 した 。こ の 項 目を除外 し た 後 の

因 子 分 析 結 果 を Table 　2 に 示 す 。 α 係 数 は ， 順

に ．78，．71，．70，．69，，60 とな っ た 。 各下位尺度得点

の 分布 お よ び 下位尺度得 点間 の 散布図 に お い て ，特 に

大 きな偏 りや外 れ値 は み られな か っ た こ とか ら， こ こ

で 算出さ れ た 下位 尺度得点を今後の 分析 に 用 い る こ と

と し た 。 1 回 目調査 と約 6 ヶ 月後 に 実施 し た 2 回 目調

査の 両方に 回答し た 141名を対象と し た 再検査信頼性

は ．68〜．74 で あ っ た （Table　3）。

　MES の 下位 尺度 間の 関連 に つ い て は， 分析対 象者

が 871名 と多 い ため全 て の 下位尺度間 に 有意 な相関 関

係 が 認 め られ た が ，絶対値が ．20 を超 え る相関係数 の

み に 着 目す る と ， 他者指向的反 応 と視 点取得 （r ＝

．36），自己指向的反 応 と想像性 （F ．21）お よ び被影響性

（r ＝．25＞ に 関連が み ら れ た （Table 　3）。

Table　2 多次元共感性 尺 度 （MES ） の 因 子 パ タ ーン な らび に 因子間相関 （プ ロ マ ッ ク ス 回 転解 ）

Fl　　 F2　　 F3　　 F4　　 F5　　 M 　　 SD

〈第 1因子 ：被影 響性 〉

SElSE2SE3SE5SE4216
ホ

1822

‘

まわ りの 人 が そ うだ とい え ば，自分 も そ うだ と思 え て く る。
自分 の 信念 や 意 見 は，友人 の 意 見 に よ っ て左右 さ れ る こ とは ない 。
物事 を，まわ りの 人 の 影響 を 受 け ず に 自分

一
人 で 決 め る の が 苦 手 だ。

自分 の 感 情 は まわ りの 人の 影響 を受 けやす い 。
他 人 の 感 情 に 流 され て し ま う こ とは な い 。

，78　 −．02
−．78　 　．02
．74　 −．16
．67　 　．06
−．56　　

−．16

．02
．06
−．11
．06
−．04

一．05　　　．06　 3． 8　　1．08
、02　　　．12　　3． 3　　1．03
、09　　　．Ol　 3．13　　1．19
．05　　　、14　　3．43　　1．14
．14　　　．05　　2．73　　1．01

＜ 第 2 囚 了　他者 指 向的反 応 ＞

EC5 　 　 12　 悲 し ん で い る 人 を 見 る と，な ぐさ め て あ げ た くな る。
EC3 　 　 3事 悩 ん で い る友 達 が い て も，そ の 悩 み を分 か ち合 うこ とが で きない 。
EC2 　　 14＊　 他人 が 失 敗 して も同情 す る こ と は な い 。
EC4 　 　 20　 人が 頑 張 っ て い る の を 見た り聞 い た りす る と，自分 に は 関 係 な くて も

　 　 　 　 　 　 　応援 した くな る。
EC1 　　 7　 まわ り に 困 っ て い る人 が い る と，そ の 人 の 問 題 が 早 く解決 す る と い い

　 　 　 　 　 　 　な あ と思 う。

一．06　　　、73
．07　 −、71
−．09　　

−，68
−．el　 ．62

．08
．05
．  5
．Ol

．01　　　． 4　　3．83　　 ，92
，03　　　．12　 2．33　  ，92
，07　　　．03　 2．25　 0．81
．12　　． 5　 3．92　  ．91

．01　　，61　 −．03 　　，09　　． 9　4．04　 ．89

〈 第 3 因子 ：想像 性 ＞

FA5 　　 11　 面 白い 物語 や 小 説を読ん だ 際 に は ， 話の 中の 出来事 が も し も臼分 に 起

　 　 　 　 　 　 　 き た らと想像 す る u

FA3 　 　 25寧
小 説 の 中の 出来事 が，自分 の こ との よ う に 感 じ る こ と は な い 。

FAI 　 　 5　 空想 す る こ とが 好 き だ。
FA4 　 　 24　 自 分 に 起 こ る こ とに つ い て，繰 り返 し，夢 見 た り想 像 し た りす る。
FA2 　 　 18　 感 動的 な映画 を 見た 後 は ，そ の 気 分 に い つ ま で も浸 っ て し ま う。

一．06　　　、02　　　．80　　　．08　　　、OI　 3．69　　1．／5

．02　 −．D5
．02　 −．17
．02　 −、08
，〔15　 　．26

一．75
．68
．62
、43

．05　 　，18
．06　 　．〔｝2
．14　　．15
一．06　

−．n2

2．84　 1．15
4．00　0．97
3、42　　1．13
3 、77　　1．09

〈 第 4 因子 ：視点 取得 〉

PT3

PT4PT2

15TTPP

9

冖
’

3

ー

ワ】

410s

自分 と違 う考 え方 の 人 と話 して い る と き，そ の 人 が ど う して そ の よ う　 ．〔ll
に 考 え て い る の か を わ か ろ う と す る。
人 と対立 して も ， 相 手 の 立場 に 立 つ 努力 をす る 。 　 　 　　 　 　 　 　

一，Ol
人 の 話 を聞 くと き は ，そ の 人 が 何 を言 い た い の か を考 え な が ら話 を聞　

一．05
く、、
常 に 人 の 立場 に 立 っ て，相 手 を理解 す る よ う に して い る。　 　 　 　 　 　 、IU
相 手 を批 判 す る と き は．相 手 の 立 場 を 考 え る こ とが で き な い 。　 　 　 　 ．02

．〔｝2　　　．OO　　　．73　　　、04　 3，64　 0，90

，02　　　，02　　　．73　　　．07　 3．24　 0．95
．〔｝4　　　．〔〕2　　　．67　　　．08　 3 ．73　 0，92

．16　　，11　　．54　
−，07　3．66　  ．92

，01　　．i4　 −．51　　，11　 2．89　 1，05

〈 第 5 因子 ：自己 指向 的反 応 〉

34DD｝

　
）
正

正

1
　

2DDPP

3911

ユ

6

ウ】

他 入 の 失 敗す る姿 を み る と，自分 は そ う な りた く な い と思 う。
苫 しい 立 場 に 追 い 込 ま れ た人 を見 る と，それ が 自分 の 身 に 起 こ っ た こ

とで な くて よ か っ た と心 の 中 で 思 う。
地 人 の成 功 を見 聞 き して い る う ち に ，焦 り を感 じ る こ とが 多 い 。
他 人の 成 功 を素 直 に 喜べ な い こ と が あ る 。

一．21　　 ．14　　　．13　　　．03　　　、82　 3．93　   ．86
．〔｝7　　，09　　　．05　　　．00　　　．68　　3．40　   ．99

．19　　　．ユ2　　．08　　　．00　　．55　 3．81　 1．O工
．04　　

−，19　　 ．14　　　．05　　　、50　 3．17　　1．  3

因子 間相 関 ワ】
345

FFFF他 者 指 向 的 反 応

想 像性

視 点取 得

自己指 向的 反応

．14
．21
−．ユ5
．22

．16
．30　　，05
−．ll　　．22　 −．14

注 1）
’
は逆転項 目
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Table　3　 MES の 再検査信頼性，下位尺度間お よ び他尺度 との 相関，各尺度得点の 平均値
・標準偏差，α 係数

他者 指 向　 自d 指 向
　 　 　 　 　 　 　 　 　 被 影 響性 　視 点取得 　 想 像性
的 反 応 　 　的 反 応

ルV SD α ；
’
i

MES 　（多次フ己共 感t圭尺 度 ）

他者 指向的 反応

自己 指向的反応

被影 響性

視点 取得

想像性

．74＊＊
一．Il← 卓

　　　　．69ホ＊

．ll宰宰　　 　 ．25ホ木

．36卓寧
　　　

一，18艦＊

．16＊寧　　　　，21艦＊

、58鮮

．】4＊＊

．18林
．74寧卓

．07

　 　 　 　 3．84
　 　 　 　 3．58
　 　 　 　 3．18
　 　 　 　 3．47
．73寧寧　　　　 3．61

0 ，610
．650
．790
，620
．73

．71
．60
．78
，69
．70

869（139）

869（140）
865 （138＞

862（137）
865 （140）

IRI （対 人反応 性指 標〉

　 共 感 的 配 慮

　 個人 的苦痛

　 視点 取 得

　 想像 性

QMEE （情動 的共感 性 尺 度）

　 感情 的暖か さ

　感 情 的冷淡 さ

　感 情 的被影 響 性

．57＊寧　　　　　．02
．05　 　　　 ．29料

．31＊＊　　　
一．24ホ

．12　 　 　 　 ，14

．59半享
一．58林

．27林

．D4
．17s
．17艦

，2〔〕察　　　　　．31堆写

．49＊ 串
　　　

一．12
．06　　　　　　．68寧ホ

．11　 　 　 　 ．04

．26稗

，34桝

，06
．81紳

3．533
、383
．213
．36

．08　　　　　　．2〔）半事　　　　　．29＊＊　　　　 5、14
・幽．11　　　　　 −．24串ボ　　　 ー．06　　　　　　2．94
．68＊率　　　　．08　　　　　　．2  ‡ 寧

　　　　4．52

（1，5ZO
．590
．56

〔〕．81

〔〕．680
．710
．96

，67
，65
，66
．84fO

−

冖
r

厂
Q

ワ
r

ρ
0

165165167164

342343344

自己 意 識 尺 度

　 公的 自己意識 　　 　 　　 　 　　．22＊

　私的 自己 意 識 　　　　　　　 ．25i＊

自己 没 人 （没 入 尺度 よ り）　　　 ，05
自尊感情 尺 度 　　　 　　　　 　　 ．D4

個 人志 向性 ・社 会 志 向性 PN 尺度

　旨定 的個人 志向性 　　　　　　．13
　 肯定 的社会 志 向 性 　 　 　　 　 　．51S＊

　 否定 的個人 志向性 　 　 　 　 　 　．14
　 否定 的社 会志 向性 　 　 　 　 　 　，08
愛 他行 動尺 度

　経 験頻 度　　　 　　　　 　　　 ．22準

　精 十申白勺負垂旦　　　　　　　　　　　　
一．31Sl

Buss・Perry攻撃 性質 問紙

　 身体 的攻 撃

　 言語 的攻 撃

　短 気

　敵 意

社 会的 ス キ ル 尺度

5 因 子性格検査

　外 向性

　神経症傾向

　 開放性

　 誠 実 性

　調 和性

社 会的望 ま しさ 尺度

．41轟電　　　　　．47＊ホ

．07　 　　 　−．〔16
．35艦＊　　　　 ．22零
一．13　　　　 −．3］

亨寧

．04
．38ホホ

．04
．08

一．22‡　　　　
一．55‡＊　　　　　．19

．  6　　　　　
−．05　　　　　　．26卓

，Ol　　　　 ．42＊卓　　　 ．15
．32＊ ホ

　　　　．60ホ ゆ
　　　

一，12

．08　　　　
−

〔，7

、29＊＊　　　　 ．14

，22率　　　　　、32＊＊　　　　．〔｝0
，0ユ　　　　　　．11　　　　　

−．43零 芋

．16　　　　　　、36叡卓　　　　 ．26喀弔

，17　　　　　　．35＊廓　　　　．22寧

，25s な　　　
一．23＊＋　　　一，3Qホ＊

．32率’　　　　 、ll
、〔〕5　　　　 ．13
．ll　　　

−，06
．04　　　　 ．04
，17　　　

−．12

．16 一．30絆

．16
−．33串‡

．35鱈

．3J「 Si

．56騨

．Ol

〔｝8
．32ホ艦

．〔16
．23“

．02
．19

，22ホ　　　　　．23串

，03　　　 　 ．03
−．3〔｝僻　　　　．27料
一，19　　　 　 ユ9
．4es＊　　 一．07

一．13　 　 　 　 ．17
．L？8串　　 一．〔〕z
−，30＊t

　　　 ．06
−．03　　　　 ．05
．〔｝7　　　　 ，15

．〔｝5 ．2r

．04
．15
．07
．12

−．04

．21＊

3．753
．653
．332
．87

【
r6

【
♂

9

ー
ワ
r

Ωノ
つ
9

33

ワ岬
3

ワ］
91
　
122

2．853
．002
．993
．203
』 9

3，213
，593
．062
．893
，273

．51

O．640
．610
．710
．70

0、720
．52

｛）．6〔lU
．68

044500

0，960
，67

〔1．850
，7zO
．55

U．80
｛）、76
〔）．630
．63

  ，621

．97

［
DO638888

．81
．72
．57
．76

π
r9
卩
r8

，84
，61
．74
．76
．86

，91
、9〔｝
．84
．82
，83

．54

174172141342

143143143144

326611

167167166168207

273267270270272206

注 1）
＊’
p 〈 ，0〔）1 “

p く ．01 （データ 数 の 大 き さ を考 慮 し．5％水 準 で有 意 な 係数 に は
’
を付 け て い な い ）

注 2 ）太 字 の 表 記 は 再検査 信頼性 係 数 （サ ン プ ル サ イ ズ は カ ッ コ 内 に 記載 ）

注 3 ） 社 会 的望 ま し さ以 外 の 尺 度得 点 は 合計得 点 を項 目数で 除算 して 算 出。得 点可 能 範 囲 は1−5 〔QMEE の み 1−7）。社会 的望 ま し さ の 尺

　 　度得 点 は 全項 目の 合計 点 で，得 点 可能 範 囲 は【［
−IC）。

注 4）信 頼性係 数 は 2件 法 の社 会的 望 ま し さ尺 度の み KR20 係数

MES の 妥当性検討 （Table　3）

　 MES の 妥 当性検討 に あ た り，MES 以 外 の 尺度 に つ

い て も ， それ ぞれ の 尺度構成 に従 っ て 尺度得点 を求 め，

平均値 ， 標準偏 差 ， α 係数 （2件 法 の SDS に つ い て は KR20

係 数｝ を算出 し た 。 各尺度得点の 分布 お よ び MES 下位

尺度得点 と の散布図に お い て ，特に大 き な偏 りや 外れ

値 は み ら れ な か っ た こ と か ら，こ こ で 算 出 さ れ た 尺度

得点 を今後 の 分析 に 用 い る こ ととした。

　 1 ．他 の 共 感性 尺 度 と の 関連 　IRI お よび QMEE
と の 関係 に つ い て は ， MES 他者指向的反応 と IRI共
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感的配慮 （r ＝．57）， QMEE 感情的暖 か さ （F59 ）お よ

び 感 「青的冷淡 さ （r ＝一．58），MES 被 影響性 と QMEE 感

情的被影響性 （r ＝．68），
MES 視点取得 と IRI視点取得

（r＝．68）， MES 想像性 と IRI想像性 （r ＝ 、81）の 間に 有

意な相関関係が 認 め ら れ た 。 IRI個人 的苦痛 と の 関連

に つ い て は ，MES 自己指向的反応 が r ＝．29，　 MES 被

影響性 が 」
’＝．49 と，関連 の 強 さは異 な る が い ずれ も

正 の 相関関係 を 示 し た 。

　 2 ．他概念の 尺度 との 関連　自己指向性 の 観点 か ら

関連す る と予想さ れ た 自己 指向的反 応 と公的 自己意識

（r ＝．41）， 自己 没入 （r ＝．35）， 愛他行動の精神的負担（r ＝

、29），敵意 （r ＝，35）が そ れ ぞ れ 正 に 相関し，関連 し な い

と 予想さ れ た 愛他行動 の 経験頻度 と は無相関 （r ＝一．08）

で あ っ た 。同様 に ，想像性 と公 的 自己意識 （・
’＝．3J「），私

的 自己意識 （厂 ．35），自己没入 （rT ．56）が そ れ ぞれ 正 に

相関し ， 関連 しな い と予想 さ れ た 愛他行動経験 レ＝．  2＞

と は無相関で あ っ た。

　他者指向性の 観点 か らは ， 他者指 向的反応 と肯定的

社会 志向性 （r＝．51）， 愛他行動経験 （r ＝．22）お よび負担

（r 二．31）， 身体 的攻撃 （r ＝22）， 外向性 （r ＝．32） との

間に そ れ ぞ れ有意な相関関係が 認め ら れ た 。 関連し な

い と予想さ れ た 自尊感情（r ＝、04），社会的望ま し さ （r ＝

．16）と は 無相関 で あ っ た。同様 に ，視 点取 得 と肯定的社

会志 向性 （r ＝．L6），愛他行動負担 （r ＝一、33），身体 的攻 撃

Cr＝一．22＞，短気 （r ＝一．30＞，社会的ス キ ル （r ；．4  と の

間 に そ れ ぞ れ有意 な 相関関係 が 認 め ら れ た。

　被影響性 に つ い て は ， 自尊感情 〈・
一＝一．31）， 肯定的個

人 志向性 レ
．一．55），否定的個人志向性 （’x ＝一．42），否 定

的社会 志向性 〔r 二．60）
， 言語的攻 撃 （1

’・＝一．43）
， 社会 的 ス

キル （・
’＝一．30），神 経症傾向 （r　・t ．28） と の 間 に 有意 な相

関関係 が 認 め られた。関連 しな い と予想 され た愛他行

動 に関 し て は ， 経験頻度 （r ＝一．07）と も精神的負担 （r 二

．14） と も無相関で あ っ た 。

　 こ の 他，他者指向的反応 と短気 （r ＝．16），敵意 （r ＝

一．17）， 調和 性 （r ＝．17）， 視 点取得 と愛他行 動 経験 （r −

．16）， 敵意 〔r ＝一．19｝， 想像性 と愛 他行動負担 （r ＝，19）な

ど ， 弱か っ た も の の 予想 と一致 す る 方向の関連 も み ら

れ た 。 た だ し，他 者 指 向的 反 応 と 言 語 的 攻 撃 （r ＝

．Dl），自己指向的反応 と私的自己意識 （r ＝．07＞，視点取

得 と 自尊感情 （r＝， 8）
， 言語的攻撃 （・

・＝，03）は 予想 に 反

して 関連 が み られ な か っ た。

　 な お ，MES の 各下位尺度得点 の 性差 に つ い て は ，他

者指向的反応 （t（867）二4．20，t・〈 ．001），被影響性 （t（863）−

3．77，pく ，001），想像性 （t（863）＝2．8Lp 〈 ．  1） に お い て ，

い ずれ も女性 の 方 が 男性 よ りも有意 に 高 い 得点 を示 し

た 。自己 指向 的反応 （t（867）＝o．78，ns ＞ お よ び 視点取得

（t（860）一一〇．02，tls） に お い て は ， 男女差 は み ら れ な か っ

た  

考 察

　 本研 究 で は ，共感性 の 多次元 的 ア プ ロ ーチ に 従 い ，

他者 の 心理状態 に 対 す る認知 ・情動 の 反応傾向を測定

す る 多次元共感性 尺度 （MES ） を作 成 した。そ の 目的

は，現 在利用 さ れ て い る 尺度 で は ，情 動面 に お い て も

認知面 に お い て も 「他者指 向
一

自己指向」 と い う反応

傾向の 指向性 が 明確 に 弁別 さ れ て い な い た め ，こ の 問

題 を解消す る 下位尺度を設定す る こ と で あ っ た。他者

の 苦痛 に 限定 せ ず快感情 も含 めた応 答的所産傾 向 で あ

る 「他者指向的反応」 と 「自己指 向的反応 」， 他者 の 心

理状態 に対 す る 素質的 な 影響 の 受 け や す さ （並 行 的所産

傾 向）で あ る 「被影響性」， 他者指向的な認知傾向の 「視

点取得」と自己指向的な認知傾向の 「想像性 」，の 5下

位概念 が 因子分 析に よ り分類さ れ た 。 各下位尺度 と尺

度全体の構成 に は お お む ね 満足で き る信頼性 と妥当性

が 確 認 さ れ ， 性格特性 と し て の 共感性 を 多面 的 に 理 解

す る 上 で 役立 つ と考えられ る 。

既存の 共感性尺度 と の 関連

　既存 の 共感性 尺度 と は，対応す る 下位尺度 と の間に

r ＝．57〜．81 と比較的高 い 相 関関係 が 示 さ れ た 。最 も

相関の 高か っ た想像性は， 2項 目を IRI か ら援用 した

こ と に よ る と考 え ら れ る が ，そ の 他 は 1 項 目が 類似 で

あ る 程度 の 項 目構成 で あ る。 中心 的な下位 概念 で あ る

他者指向的反応 は IRI共感 的配慮 と r ＝．57，　QMEE
感情的 暖 か さ と r ＝．59 ， QMEE 感情 的冷淡 さ と r ＝

一．58 で あ っ た が ，信頼 性 の 希 薄 化 修正 後 は そ れ ぞ

れ ．83，．87，一．82 で あ り， 本尺度 の 有用性 を支 持す る

も の と考え ら れ る 。

指向性の 弁別に 関する検討

　指向性 の 弁別 に 関 し て は，下位尺度間 に つ い て の 相

関分析の 結果か ら， 「他者指向」の他者指向的反応と視

点取得 ， 「自己指向」の 自己指向的反応 と想像性 の 間に

有意な 正 の相関関係が 認 め られ た 。他概念 と の 関連 に

s
　 ルf は男性，女性 の 順 に ，他者 指 向的反応 で 3．75，3．92．被影

　響性 で 3．07，3．27，想 像 性 で 3．53，3．67，自［」指 向 的 反 応 で

　 3、60，3．56，視点 取得 で 3．47 ，3．47 で あ っ た。t検定 の 結 果 は

　 過去 の 知 見に 整合 的で あ っ た が，注 目す べ き大 きな性 差 は認 め

　 られ ず，本研 究 で は 性差 の 検 討が 主 目的 で は な い た め ，男 女 こ

　 み の 相 関分析 結果 を報告 した。男女別 の 相 関分析 で は ，い ずれ

　 か の 群 の み 有 意 な相 関関 係 を示 す結果 もみ られ た が，両群 が 有

　 意 に 反対 方 向の 関連 を示 す 結果 は 認 め ら れ な か っ た。具 体 的 な

　係 数 は，筆頭 著者 に 請求 して い た だ く こ とに よ り入 手 で き る。
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お い て は，一
方 で 「自己指向」 の 下位尺 度は い ずれ も

自 己 フ ォ
ー

カ ス の 強 さ を表す公的 自 己 意識 や 自己 没入，

他者 へ の 攻 撃性 を表 す身体 的攻撃や短気 と 正 に ，社会

的望 ま し さ と は 負に 相関し ， 愛他行動 の 経験頻 度 と は

無相関を 示 し た 、 他方で 「他者指向」 の 下位尺度は い

ずれ も社会適応を 自己概念形成基準 と し て い る こ と を

示 す 肯定的社会志 向性 ， 円滑 な 社会的相 互 作用 に 求 め

られ る 社会 的 ス キ ル と正 の ，身体的攻撃 や愛他行動 の

精神的負担 と は 負の相関を示 し た。 こ れ ら の 結果 か ら，

指向性の 弁別 が 可能な 共感性尺度が 構成 さ れ た と い え

る 。 こ れ は想像性 の概念的位置 づ け に つ い て の仮定を

満た す結果 で もあ る。

　ただ し，自己意識 との 関連 に つ い て は さらな る考察

を要す る。自己指 向的 反応 と私的 自己意識 と の 無 相関

や，逆 に ，他者指 向的 反応 と 公的 自己意 識 と の 正 の 相

関は ， IRI で も同様に み ら れ る （例 え ば，　 Davis，19．・83a ；

Davis ＆ Franz   i，1991 ）。 加 え て ， 本研究で は さ ら に 私的

自己 意識 が 他者指 向的 反応 や 視 点取得 と も正 の 相 関を

示 した。押 見 （1992） は，公的 自己意識 の 高い 者 は社会

的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 重視 し，自己主張 を強 くせ ず，

相手 に 合わ せ る行動傾向を有す る と報告 し て お り ，
こ

の 知 見に従え ば他者指向的反応 が 公的 自己意識 と正 に

相 関す る こ と は納得 の い く も の で あ る 。 ま た ， 私的自

己意 識 の 高 い 者 は 自己 の 身体感覚 や 感情，動機 ， 思考

な ど の 私的側面 に 関 して積極的に情報処理 を行 い ，そ

れ に 従 っ て 対人行動 を と る と い う。な ら ば 他者指向的

な認 知傾向 （視 点取得 ）の 高さ か ら他者指 向的 な感情 （他

者指 向的反 応 ）を経験 し ， そ れ に 基 づ い て 他 者指向的 な行

動 （愛他 行動 ） を示 す者の 私的自己意識が 高い との 解釈

は 可能で ある。従 っ て，自己意識 は DaViS（19．・83a；Davis

＆ Franzoi，1991 ） が 自己指向性 の 観点 か ら 重視 し て き た

概 念 で あ るため取 り上 げた が ，指 向性 の 弁別 を検 討す

るため の 測度 として 適 当 で ある の か 疑 問 を呈す る結果

と い え る。

　 こ れ に類す る こ と が ， 社会的望 ま し さ と視点取得 と

の 関連で も い え る 。 社会 的望 ま し さ の 尺 度は ， 社会的

に 承 認 さ れ る よ うな 方 向 へ 回答 を 歪 め る 反応傾 向 と い

うよ り ， 本 当に社会的 に 望 ま しい と さ れ る人格 特性 を

測定 し て い る と の 指摘が な され る こ とが あ る 。 例 え ば

社会的 ス キ ル 尺度 を作 成し た Riggio（1986）は ， 社会的

主張や社会的統制 の ス キル と は 正 に 相関 し，逆 に 社会

的感受性 や 社会的操作 の ス キ ル と は 負 に 相 関 した 結果

を，社会的望 ましさ尺 度 は社会的 ス キ ル 尺度 と同様 に

対人関係 に お け る 如才 の な さ を測定 して い る部 分が あ

る た め で あ る と結論づ け て い る 。 本研究 に お い て 自己

指向的反応や 想像性 と は有意な 負の 相関関係が み られ

た こ と も， こ れ を 支持 す る も の か も し れ な い 。承認欲

求 に 基 づ く回答傾 向 の 歪 み に 関 して は，今後 は 人格検

査 な ど に 含 ま れ る 虚偽 尺 度 を利 用 す る な ど ， 別 の 側面

か ら の 検討 も必要 と い え よ う 。

　向社会的行動研究の領域で注 目 さ れ て い る愛他性や

攻撃性，社 会的 ス キ ル と の 関係 に つ い て は
， 以下 の よ

うに ま と め ら れ る。「他 者指 向」の 下位 尺度 は，社会 的

ス キ ル と正 の ，愛他行動負担 や身体 的攻撃 と は 負 の相

関を 示 した 。
こ の他 ， 他者指向的反応 は愛他行動経験

と正 に相関し ， 視点取得は 短気 と負に相関し て い た 。

こ れ ら の 結果は，共感性を向社会的な 傾向を促進 し，

反社会的な傾向 を抑制す る要因 と す る知見 （Eisenberg

＆ Miller，19．・87 ；Mi ［］er ＆ Eisenberg，／9．・8B＞ に 整合的 で ある。

また，自己指向的反応 が 愛他行動 負担 と正 の
， 社会的

X キ ル と負の相関 を示 し ， 「自己指 向」の 下位尺度は愛

他行動経験 と は 無相関で あ っ た結果 は ， 向社会的行動

に は利己 的 な 動機 も存在す る が愛他的 な 動機 が 真 に 重

要 で あ る と す る Batson の 主 張 （例 え ば Batson　 et　 a］、、

1983） に 沿 う もの で あ る 。「
．
自己指向」 の 下位 尺 度 は 身

体的攻撃や短気 と 正 に 相関 し， 自己指向的反応は さ ら

に 敵意 と も関連 し て い た こ と も， 共感 性の 指向性を弁

別す る 重 要性を 示 唆す る結果 と い え よ う 。

被影響性に 関する検討

　本研究で は，他者の 心理状態に対す る素質的な反応

傾 向 の 被影 響性 も下位尺度 に 含 め た。他者指向 的反応

よりも， 自己指向的反応 との 関連 の 方がやや強か っ た

結果 か ら，並行的所産 の 定義 を考慮 して 自己指向的 で

も他者指向的で も な い 下位尺度 を作成す る と い う当初

の 目的が十分に達成 さ れ た と は 言い 難 い 。 しか し なが

ら，5 因子性格検査 の 神経症傾向が被影響性 と の み 正

に 相 関 した 結果 は， こ の 下位尺度が 気質的 な情動性 を

測定 して い る こ と を支持 す る もの で ある （Eysenck ＆

Eysenck，1985参 照 ）。ま た ，　 IRI の PD 尺度 と の 間 に 比較

的高い 正 の 相関関係が み られ た こ とか ら， 以下の よ う

に 推察 で き る 。

　被影響性 は，対 人 不安 が 随伴 す る 公 的 自己意識 ，抑

うつ の 危険 因子 とみ な され る 自己没入 ， 自我 の 弱さ か

ら く る 対 人 関係 の未熟 さ を 捉 え る 否定 的社会 志 向性 な

ど と正 に 相 関し て い た 。 逆に ， 自尊感情 ， 個性 を尊重

し主体的 に 行動 す る傾向を表す肯定的個人志向性 ，利

己 主義 や 自己 愛 を根 底 とす る 否定的個 人 志向性 ，
5 因

子性格検査 の 開放性 な どとは負 の 相関 を示 した。こ れ

らの 結果 は，被影響 性 が 対人不安 の 高 さや 自己主張の

な さ を背景 と し た他者の 心理状態 に 対 す る影響の 受け
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や す さ を 測定 し て い る こ と を 示 す も の で あ る 。

　一
方，IRI の PD 尺度 も ネ ガ テ ィ ブ な情動 性 と強 く

関 連 し，自尊 感 情 と は 負 の 相 関 を示 す （Davis，1983a，

1994）。登張 〔2003） は 項 目内容 か ら IRI の PD 尺 度 を

QMEE の 感情 的被影響 性 と 同 じ 次 元 に 位 置 づ け て お

り， 谷 田 ・山岸 （zou4） も両者が
一

つ の 囚子 を構成 した

分析結果 を 報告 し て い る。こ れ らを考 え合 わ せ れ ば，

IRI の PD 尺 度 は 自己指 向的 な応答 的所産傾 向 と い う

よ りは む し ろ被影響性 に 近 い 傾向を測定 し て い る こ と

が 示 唆 さ れ る 。

　情 動的 な気質 を もつ 者 は 肯定的 な 刺激 に は必 ずし も

す ぐ反応 せ ず ， 否定 的 な刺激 に 対 して の み強 く覚醒 さ

れ る と い う Buss ＆ Plomin （1975）の 主張 に 従 え ば，否

定的 な情動性 を共感性 の 枠組 み の 中で 測定 す る こ とは

意義深 い 。 こ の 反応傾 向 か ら自動的 に 何 らか の 対人行

動が と られ る と は考 え に くい が
， 自我状態 や認知能 力

と い っ た個人 的な 要因や 環境な ど に よ っ て 愛他的あ る

い は利己的な応答的所産が導か れ ， そ れ が社会 的行動

に つ な が る こ と が 示唆 さ れ て い る （Davis，1994 ）。 従 っ

て ，今回，自己指向的反応 と被影響性に分け て下位尺

度 を設定 で きた こ と は，今後 の 共感性研究 に 新 た な 知

見を提供す る 可能性 を開 い た と い えよ う。

今後の 課題

　今後 の 主 な 課題 と し て は ， 認 知 ・情動反応傾 向 の 指

向性 を規定 し て い る要 因 の検討が 挙げ ら れ る 。 例 え ば ，

伊藤 （1995．1998 ）は，社会志向性が周囲 に 合わ せ る こ と

を よ し とす る 「否定的 社会 志 向性 」 か ら周 囲 と の 調 和

や社会貢献を重ん じ る 「肯定的社会志向性」へ
， 人格

の 成熟 に 伴 い 移行す る と指摘 して い る。本研究で は，

MES の 「自己指向」 の 下位 尺度 は前者 と関連 し ， 「他

者指向」 の 下位尺度 は後者 と関連 す る こ と が 見 出 さ れ

た 。 従 っ て ， 自己指 向的 な 認知 ・情動反応傾 向を他者

指向的な認知 ・情動反 応傾向の 前段階 と 捉 え ， 自我発

達 との 関連を検討す る こ と な ど は候補 と な ろ う。 ま た ，

他者評定や実 際 の 社会 的行 動 の 観察 な ど に よ っ て
，

MES に よ り測定 さ れ る 共感性 の 妥 当性 を発展 的 に 検

討 して い く こ とも必要 で あ ろ う。
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　　In　the　context 　of　recent 　developments　in　the　measurement 　of 　individual　differences　in　empathy ，　the　present

study 　proposes 　an 　integrated 　conceptual 　framework 　for　assessirlg 　empathy 　as 　multidimensional 　persorlality

dispositions．　 Prelimillary　examination 　resulted 　in　the　development　of　the　Multidimensional　Empathy 　Scale

（MES ），　a　24・item　self −report 　measure 　of　5　dimensions　of　empathy ，
　for　distinctively　assessing　self／other ．

orientation 　 of　either 　cognitive 　 or　emotional 　 components ．　 As　hypothesized，
　factor　analysis 　revealed 　 5

distinct　 factors： （a）Other・Oriented　 Emotional　 Reactivity，（b）Self−Oriented　Emotional　 Reactivity，（c ）

Emotional　Susceptibility，（d）Perspective　Taking ，　alld （e）Fantasy．　 In　a 　series 　of 　validation 　studies 　in　which

undergraduate 　students 　participated ，　each 　of 　the　5　subscales 　was 　shown 　to　display　a　predictable 　pattern 　of

relationships 　with 　existjng 　scales 　and 　other 　hypothetically 　related 　indices．　These 　findings，　coupled 　with 　the

theoretica11y　 important 　 relationships 　 existing 　 among 　 the　 5　 subscales 　 t．hemselves，　 suggest 　 that　 the

M ωtidimensional 　Empathy 　Scale　could 　prove　to　be　a　valuable 　tool　for　research 　in　personality　and 　social

psychology ，　and 　for　work 　in　applied 　settings ．
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，
　test　reliability

，
　test　validity
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