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〔展　望〕

親密 な友人 関係 の 形成 ・ 維持過程 の動機づ けモ デル の 構築

岡　 田 涼
＊

　近年 ， 友人関係の形成や維持を 動機づ け の 観点 か ら 捉 えた 研 究 が 増 えて き て い る 。し か し，こ れ ま で

の 友人関係研究 と の 理 論的な 統合が な さ れ て い な い た め ， 友人 関係 に 対す る 動機 づ けとい う視 点 の 独 自

性 が 明確 で は な い 。本論文 で は，友人関係研究 と近年の 動 機づ け研 究の 知見 とを統合 し ， 適 応 の 支 え と

な る 親密 な友人関係 が 形成 ， 維持 さ れ る過程を動機づ け の 観点か ら捉え る モ デ ル を構築 す る こ と を 目的

とした。最初 に ，友人 関係 と適応や 精神的健康 と の 関連 を 示 し た知見を概観 し ， こ れ ま で の 友人 関係研

究 で は ，親密な友人 関係を築 い て い る か 否か の 個人差が説明 さ れ て い な い こ と を指摘 し た。次 に ， 友人

関係 に 対 する動機 づ け を捉 える概念を，達成 目標理論 ， 社会的目標研究 ， 社会的認知理論 ， 自己決定理

論 の 観点 か ら検討 した。そ の 後，友人関係 に 対す る動機づ け を起点 と し て ， 適応の支 え と な る親密な 友

人関係 が 形成，維持 さ れ る プ ロ セ ス を捉え る モ デ ル を提唱 し た 。 こ の モ デ ル か ら ， 友人 関係 に 対す る動

機づ け研究の 独 自性は ， 適応 の 支 え となる親密 な友人 関係 を築 い て い る か 否 か の 個人差 を説 明 し得る点

で あ る こ とが示唆 された。

　キーワード ：友 人関係 に 対 す る 動機 づ け，適応，友人 関係の 形成 ・維持

は じ め に

　 こ れ まで ，親密な友人 関係が適応や 精神的健康 を高

め る こ とが多 くの 研究 か ら示 され て お り，そ の 重要性

が繰 り返 し指摘さ れ て き た。しか し ， 誰 もが 適応 の 支

え と な る親密な友人関 係 を築 い て い るわ けではな い 。

友 人 と の 関 わ り の な か で 適 応的 に 過 ご し て い る も の も

い れ ば ， 親密な友入関係 をもたず精神的健康が阻害 さ

れ て い る も の もい る 。

　 こ の よ う な 友 人 関係 の 個人差 を説明 す る 概念 と し て ，

友人関係に対す る動機づ け に 注 目す る こ と がで き る。

近年，社会的動機づ け研究の 隆盛 に 相俟 っ て ， 友人 関

係 の 形成 や 維持 を 動機 づ け の 観点 か ら 捉 え よ う とす る

研究が 増え て きて い る 。 し か し ， そ れ ら の研究は様々

な理論的観点 か ら個 々 に 行われ て お り，
一

連 の 研究知

見 と し て の 包括的な枠組 み が 与 え られ て い な い 。ま た，

こ れ ま で の 友人関係研 究 との 理論 的 な統合 が 十分 に な

さ れ て い な い た め ， 友人 関係 に 対 す る 動機づ け と い う

視点 の 独 自性が 不 明確な ま ま に研究が 進 め られ て い る 。

友人関係を動機づ け の側面か ら捉え る意義を明確に す

る た め に は
， 近年 の 動機 づ け研究 の 知見 を こ れ まで の

友人関係研究 に 位置 づ け，両者 を統合的 に 捉え得る理

論的 なモ デル を構築す る こ と が 不 可欠 で あ ろ う。

“
　 日本学 術 振 興 会 ・名 古屋 大 学 大 学 院 教 育発 達 科学 研究 科

　 ryooo ＠ r4，dion．ne ．jp

　本論文で は友人関係研究 に お け る知見 と近年の 動機

づ け研究の 知 見 と を統合 し
， 親 密な友人 関係 が 形成 ，

維持 さ れ る過 程を動機づ け の観点か ら捉 え る モ デ ル を

構築す る こ と を目的 とす る。まず，親密な友人関係 と

適応 や精 神的健康 との 関連を示 す知見 を概観す る。次

に ，友人関係 に 対す る動機づ け を捉え る概念 を ， い く

つ か の 理 論的観点か ら整理 す る 。

一
般的な動機づ け の

定義 に倣 い ，本論文 で は友人関係に 対 す る動機 づ けを

「友 人関係 を形成，維持 しよ う と す る行動 が 生 じる過

程 」 と し， こ の 過程 を捉 え る 動機 づ け概念 に 焦 点 をあ

て る。そ の 後 ，親密 な友人関係 が 形成 ， 維持 され る 過

程 を動機づ けの 観点 か ら捉 え る モ デ ル を提 示 し，
モ デ

ル を 支持 す る 知見 を 示 す 。な お ， 児童期 か ら 青年期 に

か け て友人関係の 重要性が高 ま る こ と （Buhrmester ＆

Furman ，エ987 ；Hunter ＆ Youniss，1982），ま た比較的多 く

の 研 究 が な さ れ て い る こ とか ら，今回 は 主 に 小学 生 か

ら大 学生 まで を扱 っ た 研究 を対象 と する。

友人 関係研究 の知見

　友人関係 は個人 の 適応や 精神的健康に強 く影響す る

重 要 な 社 会 的関係 と し て 注 日 さ れ て き た 。 Hartup ＆

Stevens （1997） に よ る と，友人 は適応を促進す る認知

的，感情 的 な 資源 で あ り，年齢段階 に 応 じ た 発達課題

の 達成 を助 け る もの で あ る。親密 な 友人関係 を築 くこ

とは，目常 を適応的 に 過 ご し て い くうえ で 重要 な役割
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を果た し て い る と考え ら れ る 。 以
．
ドで は ， 友人 関係の

特徴が ど の よ う に 捉え られ て き た か を概観 し，友人 関

係 と 適応 との 関連を示 す知 見 に っ い て 述 べ る。

友人 関係 の 測定

　友人 関係 と 適応 と の 関連 を検討 す る に あた っ て ，友

人関係 をどの よう に 測定す る か が問題 と な る 。 そ の方

法は，  自身 の 友人関係 を ど の よ うに 捉 え て い る か と

い う友 人 関係知 覚 （friendship 　percepti 〔〕n ） を 扱 う も の と，

  他 者 か ら の 評 定 を用 い て 客観 的 に 友人 関係 を捉 え

る も の の 2 つ に 大別 で き る。

　友 人 関係知 覚 を測定 す る 場合 ， 友人 関係 が もつ 複数

の 特徴 を想定 し ， そ れ ら の 特徴が 自身の友人関係に ど

の 程度 あ て は ま る か を 質問紙 に よ っ て 評定 さ せ る こ と

が 多 い 。Bemdt ＆ Keefe （1996 ） は，中学 生 を対象 に，

友人関係 が も つ 特徴 を ポ ジ テ ィ ブ な もの と ネガ テ ィ ブ

な もの と に 区別 して 捉 えて い る。ポ ジ テ ィ ブ な特徴は

自己開示 ， 向社会 的行動 ， 自尊心 の サ ポートで あ り ，

ネガ テ ィ ブな特徴 は葛藤 と対抗心 で あ る 。 Furman ＆

Buhrmester （1992 ）は ， 小 学生 か ら大学生 の 友人 関係 に

っ い て ， 信頼や 親密な 自己開示 ， 道具的援助な ど 10の

観 点 を想定 し て い る。他 に も多面的 に 友人 関係 の 特 徴

を捉 え る 試 み が なされ て い るが （Bukowski ，　 Boiyin．＆

II・ za 、1994 ；榎本，1999 ；Furn）an ，　1996 ；丹 野 2 07）
， 援助 行

動や 自己 開示 あ る い は葛藤な どが 共通 し て 見 出さ れ て

い る 。 ま た ， 回答の対象 と な る
“
友人

”
は ， 特 定 の 親

し い 友人 を想定さ せ る こ と もあれ ば，友人 関係全般 を

想 定 さ せ る 場合 も あ る 。

　 他者評定 に よる方法 の 代表 的 な もの として は，ソ シ

オ メ ト リ ッ ク ・テ ス トが あ る。 ソ シ オ メ ト リ ッ ク ・テ

ス ト は ， ク ラ ス な どの 集団内で 「
一

緒に 遊 び た い の は

誰か 」 や 「誰 と友だ ち か 」あ る い は 「好 ま し く な い の

は 誰 か 」 な ど を 尋 ね ， 指名 さ れ た 数 を 受容得点，拒絶

得点 ， 友人数な ど と し て 用 い た り ， 相互 の 指名を もっ

て友人関係を特定 した りす る もの で あ る 〔Birch＆ Ladd，

1996）
。
Wentze1

，
　Barry，＆ Caldwell （2004） は ， 小 中学

生 を対象に ク ラ ス 内 の 親友 3名 を選択 さ せ ， 相互 に指

名 して い る ペ ア を双方 向的な友人 関係 と し て い る 。 ま

た ，ク ラ ス な ど集団内の す べ て の メ ン バ ー
に 対す る好

意 や親 しさ を評定 さ せ ，そ の 評 定 を も と に 友 人関係 を

特 定 した り，受容得 点 を算 出 す る 場 合 もあ る （Berndt，

Perry，＆ Mmer ，1988；1’arkcr ＆ Asher，1993）D た だ し ， こ

れ らの 方法は 小学生 に 用 い ら れ る こ とが多 く， 中学生

以 降 を 対象 と し て 用 い ら れ る こ と は比 較的少 な い 。

友人 関係 と適応 と の 関連

　 こ れ まで 多 くの 研究で ，友人 関係 と 精神的健康や適

応 との 関連が 明 らか に さ れ て い る。友人 関係 に お け る

自己開示や援 助行動 な どは，自尊 心 や 学 校適応 を高 め ，

抑 う つ を低 減 す る こ と が 示 さ れ て い る （Buhrmestcr、

1Y90　 ：Keefe ＆ Berndt，1996 ； 小野 寺 ・河村、2002 ； Yuung ，

Berens・ n，　C ・heti．＆ Garcia 、2    。一
方 ， 葛藤 や 対抗 心 は

抑 うっ や落 ち 込 み の 高さ と関連す る （Burk ＆ Laursen，

2005 ；Wind ］e，1994）。ま た，他者評 定 に よ る友人 関係を

扱 っ た 研 究 で は ，級友 か らの 受容 や 好意 あ る い は 双方

向的な友人 関係が ， 孤独感や 抑 うつ
， 落 ち 込 み を低め

る こ と が 知 られ て い る （Parker ＆ Asher ，1993 ； Vosk ，

Forehand ，　Parker ，＆ Rickard ，198Z ；“ rentzel
　et 　 aL ，2004 ）o

　友入関係 は様々 な問題 の 解決 を助 ける社会的資源 と

な る。信頼 で きる友人 に 自己 を開示 し， 心理的な援助

や具体 的な援助 を得 る こ と で ， 困難な 問題 を解決 す る

こ と が で き る。また，親 しい 友人 の 存在 は ， 親密 さ や

関係性 へ の欲求を満た し ， 全般的な well −being を 高め

る こ と に も な る （Baumeister ＆ Leary、　IY95 ；Buhrmester，

1996 ）。 親密な友人関係は，適応や精神的健康を支え る

うえ で 重 要な機 能 を もつ もの で ある とい える だ ろ う。

友人関係研究 の 問題 点

　 こ れ まで の 友人関係 研究 で は，友人関 係 と 適応 や 精

神的健康 と の 密接 な 関連 が 明 ら か に され て き た 。 そ し

て ， そ れ らの 知 見を も と に ， 親密な友人 関係 を築 く こ

と の 重 要性 が 指摘 さ れ て い る。し か し そ の
一

方 で ，適

応 の 支 え と な る親密 な友人関係 を築 い て い る個 人 と そ

うで な い 個人 と の 相違が どの よ うに 生 じ る か に つ い て

は
， あ まり検討 が な さ れ て い な い

。 親密な友人 関係が

重要 で あ る こ と に 議論 の 余地 は な い が ，必ず し もそ の

よ うな関係 を築 い て い る もの ばか り で は な い だ ろ う 。

適応 の支え と な る親密な 友人 関係 を築 い て い る か 否 か

に は個人 差が 存在す る。そ の 個人差 が ど の よ う に 生 じ

る の か を 明 ら か す る こ と は，友人関係 の 側 面 か ら適応

や精神的健康 を支 え ようとす る場 合 に 不可欠 で あ ろう。

　 こ れ まで に も親密 な友 人関係 が どの よ うに 形成，維

持 され る か に関 して ま っ た く研究が な さ れ て い な い わ

け で は な い 。 例え ば，友人 関係 の 初期分化 に 関す る研

究で は，関係初期 の 相互 作用 量 が 後 の 関係 の 親密 さ を

予測 する こ とが 知 ら れ て い る （Hays 、1985；山 中，1994）。

また ， 社会的 ス キ ル に関す る研究 で は，友人関係 を築

くた め に 必 要 な い くつ か の ス キ ル が 特定 さ れ て い る

〔相川，2000 ； 佐藤，19Y6）。 し か し ， 関係の 初期 に お い て

他者 と関わ ろ う とす る か 否 か ，あ る い は ス キ ル を用 い

て 積 極的 に 友人 と関わ ろ う と す る か 否 か の 個人差 は依

然 と して 明 らか に され て い な い 。

　本論文 で は ， 適応 の 支 え と な る親密な友人関係 の 個
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人差 が 生 じ る プ ロ セ ス を 捉 え る 要因 と して ， 友人関係

に対す る動機づ け に注目す る 。 友人 関係は ， 個人 が 友

人 に 対 して 積極 的 に働 きか け，友人 と相互作 用 を行 う

こ と で 形成 ， 維持 さ れ て い くもの で あ る と 考 え ら れ る。

友人関係 に 対 す る動機づ けは ， 友人 に 対 す る働 きか け

が生 じ る背後 に 想 定 され る 概念 で あ り，友人 との 相 互

作用 の 起点 と な る もの で ある 。 そ の た め，友人関係に

対す る 動機 づ け に 注 目す る こ とで ，親密な友人 関係 の

個人差 を捉 え る こ と が で き る と 考 え られ る 。

友人 関係 に 対す る動機づ け を捉 える概 念

　動機 づ け 研究 で は，主 に 学習 や ス ポ ー
ツ な ど の 達成

行動 の 生起過程 を捉 え る た め に 様 々 な概念 や理論 が 提

唱 さ れ て きた。近 年，友人 関係 に 対 す る 動機 づ けに 関

して も複数 の 理論 的立場 か ら概念化 が試み ら れ て い る。

こ こ で は代表 的な もの と し て ， 達成 目標理論 ， 社会 的

目標研究 ， 社会 的認 知 理 論 ， 自己決定理論 を取 り上 げ ，

友人 関係 に 対 す る動機づ け を捉え る概念を紹介す る 。

達成目標理論

　達成 目標理論 （achievement 　goal　theory ：Dweck ＆ Leg．

gett，1988 ；Nicholls，1984） は ， 達成場面 で 個人 が もつ 目

標志 向性の観点 か ら 動機づ けを捉 えた もの で あ る。 こ

の 理 論で は ， 達成場 面に お け る 目標を熟達 凵標 と遂行

目標 と に 大別 し て い る。熟達目標は ， 学習 や 理 解 を志

向し，個人 内 の 基 準 に 基 づ い て 自己 を改善 す る こ と に

焦点化 す る 目標 で あ る 。遂行 目標 は，自身 の 能 力 を 示

す こ と や 自己価値の 維持 を志向 し， 他者 を凌 ぐ こ と に

焦点化 す る 目標 で あ る。また，遂行 目標 は，他 者 に 能

力を示 す こ と で 自己価値 を高め よ う と す る 遂行一接近

目標 と ， 無能 さ が露呈 す る の を避 け る こ と で 自己価値

の 低 下 を防 こ う とす る 遂行
一

同避 目標 に 区分 され る

（Elliot＆ Ilarackiewi⊂z，19Y6）σ

　 こ れ らの 目標志 向性が友人関係 な どの社会 的場面 に

も適 用 可能 で あ る こ と は ， 早 くか ら指 摘 され て い た

（Dweck ＆ Lcggett，19．・SB）。 最近で は ， 社会的場面で の 目

標志向性を実証的に扱う研究が み られ る （Erdley，　Cain，

Loomis，　Dumas ．Hines，＆ Dweck ，1997 ； Ilorst，　 Finney，＆

Barron，2007；黒 田 ・桜 井，2003 ：Ryan ＆ Shim，2006）。　 Ryan，

Kiefer，＆ Hopkins （2004 ） は，達成場面で の 目標 に 対

応 さ せ ，社会的場面 に お け る 目標 志 向性 を概念化 し て

い る 。 社会的熟達 目標 は ， ポジテ ィ ブ な友人関係 を築

く こ と に 焦 点 化 し ， 関係 そ れ 自体 を 目 的 と し て 行 動 す

る 目標で あ る 。 社会的遂行一接近 目標は ， 他者か ら の

肯定的 な 評価や 人 気を得 る こ と に 焦点化 し ， 社会的な

有能さ を 示 す た め に 行 動 す る 目標で あ る 。 社会的遂行

一
回避 目標 は，他者 か らの 否定的 な評価 を避 け る こ と

に 焦点化 し ， 社会 的な能力の 低さ を示 さ な い よ う に行

動す る 目標で あ る 。 他に，接近一
回避の次元 に 特化 し

て 友人 関 係 に 対 す る 目標 を 捉 え た 研究 もあ る （Elli・t

Gable，＆ Mapes ，2〔｝06）o

社会的目標研究

　達成目標理論は 主に 理 由の 観点に注目し て い る の に

対 して ， 友人 関係 に 対 す る 目標 を 内容 の 観点 か ら捉え，

複数 の 目標カ テ ゴ リーを設 定す る ア プ ロ
ーチ も あ る 。

こ の 方法 は，Welltzel（1989）や Ford （1982）に よる 社会

的 凵標 の 分類 に み ら れ る もの で あ る 。

　 Jarvinen＆ Nicholls （1996） は ，中学生 が 友人関係

に 対 し て もつ 目標を分類 し，支配，親密，養護 ，リ
ー

ダー
シ ッ プ ， 人 気 ， 回避 の 6 つ の 目標 を見出 して い る 。

Patrick，　Anderman ，＆ Ryan （2Do2 ） は，友人 関係 に

対す る目標 と して ，親密 な友人 関係 を築 こ うとす る親

密 目標 と他者 か らの 人気 を得 よう とす る 地位 目標 の 2

つ を挙 げ て い る。Salmivalli，　 Ojanen，　 Haanpaa ，＆

Peets（20 s）は ， 権力や 他者か ら の尊敬 を獲得 し よ う と

す る作用 目標，他者か ら の 怒 りを避 け よ う と す る 服 従

目標 ， 他者 と親密な関係 を築 こ う とす る共同目標 ， 他

者 と一
定 の 距離 を置 こ うとす る分離 目標 の組 み 合わ せ

か ら ， 友人関係 に 対 す る 目標 を捉 えて い る 。

社会的認知理論

　社会的認知理 論 （s（）cial　c ・gnitive　the・ ry ：Bandura ，1986）

で は，個 人 要因，環境要因，行動 の 相 互作 用 に よ っ て

人 が 機能す る こ と を想定 して い る。自己効 力感 は ，
こ

の なか の 個人要因 に あ た り，望 ん で い る結果 を生 み 出

す の に 必 要 な行動 を ど の 程度 う ま くで き る か の 確信度

を示す。学習 に 対 す る 自己効力感 は，課題選択 や 努力

量，学業達成 に 影響す る こ と が 知 られ て い る （Multon，

Br〔〕wll ，＆ Lent．1991 ；Schunk ＆ Pajares、2  02）o

　 自己効 力感 の 概念 は早 くか ら社会 的場面 に適 用 さ れ ，

主 に児童 を対 象 に 友人や仲間 との 相互作用 に 対 す る 自

己効力感が検討さ れ て き た 〔Perry．　Perr｝
・，＆ Rasmussen ，

1986；Wheeler＆ Ladd，1982）。 松尾 ・新井 〔1998） は ， 対

人 的自己 効力感を 「対人的場面 に お い て 適切 な 社会的

行動 を遂 行す る こ とが ， どの 程度 自分 に可能 か に つ い

て の 主観的な評価」 と定義 し， 友人 と の 社会的相互作

用 に 対 す る 効 力感 を 測定 す る 尺 度 を 作 成 し て い る。

Matsushima ＆ Shiomi（2003）は ， 中高生 の 友 人関係

に 対 す る効 力感 を ， 関係 に 対 す る 自信 ， 友 人 に 対 す る

信頼 ， 友人 か らの 信頼 と い う 3側面 か ら測定 し て い る 。

自己決定理論

　 自己 決 定理 論 （self −detennination 　theery ；Deci ＆ Ryan ，
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2 00）で は，自律性（ある い は 自己 決定性 ）の 1次元 上 に 沿 っ

て ，非動機 づ け，外的調整，取 り入 れ 的調整，同
一

化

的調整 ， 統合的調整，内発的動機づ け と い う複数 の 動

機づ け概念 を想定 し て い る。 こ れ らの 動 機 づ け概念 は ，

自律性 の 下 位 要素 で あ る と さ れ ， 個 々 の
一
ド位 尺 度 と し

て だ け で な く， そ れ らの 合成変数 を も っ て 自律的動機

づ け と し て 扱わ れ る こ とが 多 い 。

　 自律的動機づ け の 概 念 は ， 学習 や ス ポ ー
ツ を は じめ

と し て ， 政治活動 や 恋 愛関係 な ど幅広 く検 討 さ れ て き

た （Ded ＆ Ryan ，　zooo ）。 友 人 関係の形成 や維持 に関 し て

も， 自律的動機 づ けの 概念を用 い て検討 さ れ て い る 。

岡 田 （2005）は，大学生 を対象に，外的調整，取 り入 れ

的調整，同
一

化 的調 整 ，内発的動機 づ け か ら な る 尺度

を作成 し て い る。外的 調整 は，外的 な報 酬や友人 か ら

の 働 きか け に よ っ て 関 係 を形成，維持 す る 動機 づ けで

あ る。取 り入 れ的調整 は ， 自尊心 を保 ち ，不安 や 恥ず

か し さ を低減す る た め に関係を 築 こ う と す る 動機づ け

で あ る 。 同
一

化的調整 は ， 友人 と の 関係 に 積極的な価

値や重要性 を見 出して 関係 に 従事 す る 動機づ け で ある 。

内発的動機 づ けは，友 人 に 対 する興味 や楽 しさか ら関

係 を形成 ， 維持 し よ う と す る 動機 づ けで あ る。Sen6cal，

Julien，＆ Guay （2c〕D3＞ は ， こ の 4 下位 尺度 に 加 え て ，

友人 と関わ ろ う と す る 意志 を 欠 い た状態 で あ る非動機

づ け を 測定 し て い る 。 同様の概念化は ， 高校生 〔Okada ，

2〔｝〔｝7） や 中 学 生 （Shahar．　Henrich、　Blatt，　Ryan，＆ Little，

2003），小学生 （Hawley ，　Little，＆ Pasupathi，2002；Richard

＆ Schneider，2005＞ で も行 わ れ て い る 。

動機 づ け概念 間 の 関連

　 目標志向性 ， 社会的 目標 ， 自己効力感，自律 的動機

づ け は ，
い ずれ も友人 関係 に対す る動機づ け を捉 え る

得 る概念で あ る。しか し，こ れ ら は 異 な る 理論的観点

か ら構 成 さ れ た もの で あ り，類 似点 と相違点 が あ る 。

　伝 統的 に ， 動機 づ け を期待 （expec 亡ancy ）と価値 （value ）

の 積 として 捉 える見方 があ る （Atkinson，1957 ；Wigfield

＆ Eccles，20eo）。 期待 と は 主観的な成功可能性 に 関す る

信念で あ り ， 価値 と は活動に対す る 主観的な価値づ け

で あ る。自己 効力感は，友人 関係を う ま く築 い て い け

る と い う期待 の 側面 に 相 当 し，目標志向性や 自律 的動

機 づ け は 友人 と関わ る理 由 を表 し て お り価値 の 側面 に

あ た る。社会的 目標 に つ い て も，友人 関係場面 に お い

て何 を希求す る か を捉え て い る点で ， 価値 の側面に 言

及 し た もの と し て 考え る こ とが で き る 。

　 また ， 鹿毛 （zoo4） は
， 認知 ， 感情 ， 欲求 の い ずれ に

力点 を置 い て い る か と い う点 か ら動機 づ け の 諸理論 を

整 理 して い る、目標志 向性 と社 会的 目標 は，友人 関係

場面 で の 目標 を個人 が ど の よう に 捉 え て い る か と い う

点 か ら概 念化 さ れ て お り ， 認 知的 な ア プ ロ ーチ で あ る

と い え る 。 自己 効力感は ， 友 人 と相互 作用 を行 う際 の

能力に 関す る信念で あ り ， 認知 的な側面を強調 し た動

機づ け概念 で あ る 。 自律 的動 機 づ け も，友 人 関係 の 形

成や 維持 に 対す る理 由 の 観点 か ら概 念化 さ れ て お り，

認知的側 面 か ら動機 づ けを捉 えた もの と い え る。た だ，

自己決定理論は ， 自律性 ， 有能感 ， 関係性 と い う基本

的欲求 が 満た され る こ と で 人 が 自律 的 に 動機づ け ら れ

る こ と を仮 定 し て お り，そ の 点 で 欲 求論的 な ア プ ロ
ー

チ で あ る と考 え られる （Deci ＆ Ryan ．2000）。

　 こ の よ う に ，友人関係 に 対 す る動機 づ けを捉 える概

念 に は 注 目す べ き異 同 が あ る 。こ れ らの 類似点 と 相違

点 を踏 まえた う え で ， どの 側 面 か ら友人関係 に対す る

動機 づ け を捉 え よ う と す る の か を考 え る 必要 が あ る 。

友人 関係の 形成 ・維持過程の 動機づ け モ デル

　 こ れ ま で の 友人関係研究 で は ，親密な友人関係が 個

人 の 適応 や精神的健 康 と密接 に 関わ っ て い る こ とが示

され て きた。そ の
一

方 で ， 親密 な友人 関係 の 個人差を

生 じ さ せ る 要因 に つ い て は ， あ ま り検討さ れ て い な い
。

本論文 で は ， そ の 個人差を捉え る た め の 要因 と し て，

友人 関係 に 対 す る動機づ け に 注 目 し，い くつ か の 理論

で想定 さ れ て い る動 機 づ け概念 を概観 し た 。友人関係

に 対 する動機 づ けは，友人 との相互作 用 に お ける行動

の 生起 を説 明 す る概 念 で あ り，適応 を 支 え る親 密 な 友

人関係 の 形成 や維持 を捉 え る うえ で 有効 と な る視点で

あ る。しか し， 友人 関係 に対す る動機づけ の観点か ら，

親密な 友 人 関係 の 個 人 差が 生 じ る プ ロ セ ス を包括的 に

捉え た モ デ ル は存在 し な い 。

　本論文 では ， 動機 づ けを起 点 として 適 応 を支 える親

密 な友人関係 が 形成 ， 維持 さ れ る プ ロ セ ス を Figure 　1

に 示す モ デ ル として 捉 え る。 こ の モ デ ル で は ， 環境 要

因や個人 内要因 か ら友人関係 を介 し て 適応 に 影響 す る

プ ロ セ ス を動機 づ け の側面か ら捉え て い る 。 親子 関係

や教室環境 と い っ た 個人 を 取 り巻 く環境的な 要因あ る

い は個人 が も っ 特性的な 要因 が ，友人関係 に 対 す る 価

値 や 期待 と して の 動機 づ けの あ り方 に 影響 す る。動機

づ けの あ り方 は友人 関係場面 に お け る 具体的 な行動 を

生起 さ せ ，そ の 結 果 と し て 友 人 関係 に 影 響 す る。 こ の

よ う に し て 形成さ れ た友人関係 は，後 の 動機 づ け に 影

響す る と 同時 に ，個人 の 全般 的 な 適応 や 精神的健康 を

促す こ と に な る 。
こ の

一
連 の プ ロ セ ス に お い て ， 動機

づ けの 側面 は 環境要 因 や 個人 内要因 と友人関係 と の 関

連 を説明 す る 要因 で あ る と同時 に ， 個人 が 友 人 関係を
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　　　　　　　 Figure　1　親密な 友人 関係 の 形成 ・維持過程 の 動 機づ けモ デ ル

築 い て い く際の起点 と して 考え る こ とが で き る 。

　以降で は モ デ ル を 3 つ の 段階に分け て検討す る 。 1

っ 目 は，環境 要因 や 個 人内要因 あ る い は友人 関係 で の

経験 が 友人関係 に 対 す る 動機 づ け に 影響 す る段 階 で あ

る 働 機づ け へ の 影 響 段 階 ）。 2 つ 目は，動機 づ け の あ り方

が親密 な友人 関係 の 形 成や維持 に 影響す る 段階 で あ る

（友人 関係 の 形成 ・維持 段階 ）。 3 っ 目 は ， 前 々 節 で み た よ

うに，親密 な友人 関係 が適 応や精 神的健康 に 影響 す る

段階 で あ る 樋 応 へ の 影 響 段 陶 。こ の うち ，動機 づ け へ の

影響段階 と友人関係の 形成 ・維持 段階に つ い て ， そ れ

を支持す る 知見を踏 ま え な が ら論 じ る 。

動機づ けへ の 影響段階

　友人関係 に 対 す る 動機 づ けに 影 響す る 要因 と し て は ，

環境要因 と個人 内要因 が考 え ら れ る。環境要因 に 関 し

て ， こ れ ま で 友 人 関係 と の 関運 が 指摘 さ れ て き た も の

に 親子関係 が ある。い くつ か の 研 究 で ，親 の 養育態度

が 子 どもの 友人関係 に 影響 す る こ と が 明 らか に され て

い る （Price，1996 ；戸 ヶ 崎 ・坂野，1997 ）。
こ の よ うな親子 関

係 と友人関係 と の関連性は ， 友人 関係に対す る動機づ

け に よ っ て 媒介 さ れ て い る 可能性 が 考 え られ る。親子

関係は他者 との関係 を築 く際の モ デル となる こ とで ，

他 の 社会的関係 の 基盤 と な り得 る （Kerns，1996 ）。そ の た

め ， 親 との 関係で ど の よ うな経験 をす る か に よ っ て ，

友人 と関わ ろ う と す る際の動機づ け が 異な る と考え ら

れ る 。 こ の 点 に つ い て ，Soenens ＆ 　Vansteenkiste

（2005 ）は，高校 生 を 対 象と し て ， 母 親の 自律性支援的

な養育態度 が 友人関係 に 対 す る 自律 的動機づ け を促す

こ と を明 らか に し て い る。

　親 子関係 の 他に ， 友人 関係 に 対 す る動機 づ け に 影響

す る と考 え られ る の は教室環境 で あ る。こ れ まで の 研

究 で は，学級風土や教 師行動 が 児 童 ・生徒 の 友人関係

に 影響す る こ とが明 らか に さ れ て い る （Birch ＆ Ludd，

1996 ；Lubbers ，　Van 　Der 　Werf ，　Snijders，　Crcemers，＆ Kuyper．

2006）
。 児童 ・生徒 に と っ て

， 友人関係が 展開す る 主要

な場は教室 で あ る 。 そ の た め ， 教室環境が ど の よ う な

も の で あ る か に よ っ て ，児童 ・生 徒 の 友人 関係 に 対 す

る動 機 づ け が 影 響 を 受 け る こ と が 考 え られ る。

Patrick，　Ryan ，＆ Kaplan （2eo7） は，中学生 を対 象 に ，

教室環境 と 自己効力感 と の 関連を検討 し て い る。そ の

結果 ， 生徒 同士 の 相互作 用や お 互 い の 尊敬 を促す よう

な教室 で は，友人 と関 わ る 際 の 自己効力感が高 か っ た。

　 個人内要因 と して は，様 々 な個入特性 の 影響 が 考 え

られ る 。 これ まで ， 親和動機（Hill，1987；McAdams ，　Healy，

＆ Krause，19S4 ＞ や 愛着 ス タ イ ル （金 政，2〔〕（17 ；Wei ．Russell、

＆ Zakalik，2005 ＞，
パ ーソ ナ リ テ ィ 5 因子 モ デ ル （Jensen．

Campbell，Adams ，　Perry，　Workman ，　Furdella．＆ Egan，2002），

感情特性 （C 〔⊃oper ，　Okamura ，＆ Gurka ．1992 ；水 子
・
寺 嵜

・

金 光，2DO2 ）， シ ャ イ ネ ス （石田 ，1998 ： Mounts ，　Va ］entiner ．

＆ Anderson，20D6），共 感性 （de　Wied 、Branje，＆ Meeus ，2007

；RQberts ＆ Strayer，1996） な ど， 対 人関係 に 関 わ る 個人

特性の観点か ら友人関係の 問題が検討さ れ て き た 。 こ

れ ら の 他者全般に関す る個人 特性が 友人関係 とい う具

体 的 な対 人関係 に 影響 す る過程 に は
， 友人 関係 に対す

る動 機づ けを想定す る こ とが で き る 。 諸特性の あ り方

に よ っ て ，どの よう に 友人関係 の 形成 や維持 に 動機づ

け ら れ る か が 異な り ， そ の結果 と し て 友人関係面で の

行動や感情が 規定さ れ て い る と考え ら れ る。Elliot　 et

al．（2006 ）は，親和傾向 と拒否不安 と い う親和 動機 の 2

つ の 側面 が ， 友人関係 に 対す る接近 目標 と回避 日標 を

介 し て精神的健康に 影響 す る プ ロ セ ス を示 して い る。

親和動機 の 2 側面 は，友人関係 に 対 す る 自律 的動機 づ

け と も関連 す る （岡 田，2006b ）。　 Wei　et　al．（zeOS）は ， 大

学生 を対 象 に ，愛着不安が社会 的自己効力感 を介 し て

孤独感や抑 うつ に 影響す る プ ロ セ ス を明 ら か に し て い

る。友人 関係 に 周有 の 動機づ けを想定 す る こ と で ， 他

者全般 に 関 わ る個 人特性が具体的な対人関係 に ど の よ
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うに 反映 さ れ て い くか を よ り詳細 に 捉 え る こ と が 可能

に な る 。

　環境要因 と個 人 内要因 は，い ず れ も友人 関係の外側

か ら影響 を与 え る 要因 で あ る。し か し，友 人 関係 が 相

互 に 影響 を及 ぼ し合 う双方向的 な関係 で あ る こ と を考

えれば （遠 矢，1996 ），友 人関係 の あ り方 に よ っ て も動機

づ け が 影響を受け る可能性が あ る 。 友人 関係 に お い て

ど の よ うな経験 をす る か に よ っ て ， 現在 の 友人 と の 関

係に対す る動機づ け や 新た な友人 関係 を築 こ う と す る

動機 づ けが 異 な っ て くる と考え ら れ る の で あ る 。 岡 田

（2008b）は，大学生 を対 象に友人関係で の ラ イ フ イベ ン

ト と自律的動機づ け と の 関連を検討 して い る。そ の 結

果 ， 活動の共有や関係 の 悪化 な ど強 い 感情 を喚起 する

よ うな 出来事 を経験す る こ と で，自律的動機づ け が影

響 を 受 け る 可 能性 が 示 さ れ た 。 ま た ，Erdley （1996 ）

は，友人や仲 間 と の 関係の な か で拒絶 を経験 した 子 ど

もは，追従 的な 目標 をも ち や す く，受容 を経験 し た 子

ど も は ， 関係志 向的な 目標 を もち やす い と して い る。

こ れ らの 知見は ， 友人関係 で の経験 に よ っ て ， 後の 動

機 づ け が 変化 し得 る可 能性 を 示 す も の で あ る。

　以 上 の知見か ら ， 友人関係に対す る動機づ け が 環境

要因 や 個人 内要因 に よ っ て 影響さ れ る プ ロ セ ス を想定

す る こ とが で き る。ま た ，友人関係 で の 経験 も後 の 動

機づ けを左右 す る 要因 と な り得 る。友人 関係 の 形成や

維持 に 対 して どの よう に 動機づ け られ る か は ， 様 々 な

要 因 に 規定 さ れ て お り ， そ の 背景を多面的に捉え る 必

要が あ る 。 し か し ， 友人関係に対す る動機づ け の先行

要因 に っ い て 検討 し た 研究は極め て少な い
。 複数 の 理

論 的観点 か らさらに 知 見 を蓄積 する こ と が 求 め られる。

友人関係の 形成 ・維持段階

　友人関係 の特徴 を記 述した こ れ まで の 研究で は，自

己 開示 や援助行動 な どの 行動 的側面 と形 成 された友人

関係 の 様態 をあ らわ す側面 と が ， 明確 に は区別 され て

い な か っ た （Berndt ＆ Keefe ，1996 ；Furman ＆ Buhrmes しer．

1992）。しか し，友人 関係は 既 に 形成さ れ た もの と し て

存在 し て い る の で は な く，個人 が 友人 に 働 きか け，相

互 作用 を行 う こ と で 展開し て い く も の で あ る と 考 え ら

れ る。実際，自己開示 や 援助行動 が ， 友 人関係 の 親密

さ や 満 足感 ，友人 か らの 好意評定 に 影響 す る こ と が 示

され て い る （Buhrmester ，　Furman ，　Wittenberg 、＆ Reis，1988

；Oswald ，Clark，＆ Kelly，2004）。ま た，自己 開示 や 向社会

的行動 は ， 自身 の 行 動 に 対 し て 相手 か ら 同等 の 行動 が

返 さ れ る とい う返 報性 や相互性 とい う特 徴 を もつ こ と

が 知 ら れ て い る （Barry ＆ Wentze1，2006 ； 大 坊，1996 ；

Oswald　et 　 al．，2〔）C〕4）。 こ れ ら の こ と か ら ， 個人 が 友人 に

対 して 働 きか け る こ と で 相互 作用 が 生 じ，そ の 結果 と

し て親密な 友人関係が形成 ， 維持 さ れ る 過程を想定 す

る こ と が で き る 。 そ こ で，本論文 の モ デル で は，親密

な 友 人 関係 の 形成 や 維持 に 寄与 す る行 動的側面 と ， そ

の 働 き か け に よ っ て 形成 ， 維持 さ れ る 友人関係 の 様態

の 側 面 と を区別 し，前者を友人関係 行動，後者を親密

な友 人関係 と し て 位置づ け た
。 親密な友人関係 の 様態

の 側 面 は，どの 程度個人 が友 人関係 に 親密 さや満足感

を感 じて い る か や ， ど の程度友人 か ら 好意的 に 思 わ れ

て い る か な どの 指標 に 反映 さ れ る と考え ら れ る 。

　動機づ け は行動の 背後に想定 さ れ る概念で あ る 。 そ

の た め ，友人関係 に 対する動機づ け に よ っ て 促 さ れ る

友人関係行 動 は ， 友人 との相互 作用 の 開始点 とな り，

そ の 結果 と し て親密な友人関係が形成 ， 維持 さ れ る プ

ロ セ ス が 考え ら れ る 。 こ の プ ロ セ ス に 関 し て は ，
い く

つ か の 琿論的観点か ら検討が な さ れ て い る 。 達成目標

理論 の 観 点 か ら は，熟達 冖標 〔Ryan 　etal ．，2〔｝04） や 接近

目標 （Elliot　et　al．，2 06） が
， 友 人関係 に 対す る 満足感 に

影響 す る こ とが示 され て お り， 個 人 の 日標志向性が親

密 な 友人関係 の 形成 や 維持 に影響 して い る 可能性 が あ

る 。 黒 田 ・桜井 伽  3） は ， 中学生 を対象に ， 経験 ・成

長目標や評価一接近 目標が，積極的な 会話の開始や援

助行 動 を 促 す こ と で ，友 人 か ら ポ ジ テ ィ ブ な 反応 を 引

き出 し，友人関係 に 対 する充 実感 が 高 まる プ ロ セ ス を

明 らか に して い る。自己決定理論 の観点 か らは ， 自律

的動機 づ け が 自己 開示 や 援助な ど の 友 人 関係行動を促

し   田，2（IO5，2006a）， 友人関係に対す る満足感や 友人 か

ら の 好意 に 影響す る こ とが 示 さ れ て い る （Okada ，2007 ；

Richard ＆ Schneider，2005）。 こ れ らの 知 見 か ら，自律 的

動機 づ け が 友人関係行動 を介 し て親密な友人関係 の 形

成や 維持 を促す こ とが 考え ら れ る。また ，社会的目標

や社会的効 力感 の 観点 か らも， 同様 の プ ロ セ ス の 存在

が示 され て い る 。 Ojanen，　 Gronroos，＆ Salmivalli

（20U5 ）は ， 小 学生 を 対象 に ， 友 人 との 問 に親密な関係

を築 こ う とす る 共 同目標が 向社会的行動を介 し て級友

か らの 好 意 に 影響 す る こ と を明 ら か に して い る。他 に ，

親 密 目標 や 養護 目標 が 友人関係 に 対 す る 充実感 を高 め

る こ と （Jarvinen＆ Nich ・ 11s，1996） や ， 自己効 力感 と級

友か ら の 好意 との 間 に 関連が あ る こ と （Bandura 、　 Bar ．

barane 】li、　 Caprara ，＆ 　Pastorelli，　／996　； NVheeler 　＆ 　Ladd ，

1982） な ど が 報告さ れ て い る。

　 ま た
， 動 機 づ け に よ る 友人関係 の 形成 ， 維持 プ ロ セ

ス は，学 習場面 で も生 じる 可能性が あ る。岡田 （2eo8a）

は ， 中学生 に お い て ， 友人関係 に 対 す る 自律 的動 機づ

け を も つ も の は ， 友人 と協同的に学習す る機会 が 多 く ，
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そ の 結果 と し て友人 関係 に 対す る充実感や 満足感 を高

め て い る こ と を明 らか に した 。他 に も
， 社会的 目標 や

自己効力感 が，学 業的援助 要請や友人 と の 学習 活動 に

影響す る こ と が 示 さ れ て い る （Okada ，2007：Patrick・et ・a ］．，

LtUO7；Ryan ，　Hicks ，＆ Midg 且ey ．1997）。 友人関係 は 日 常 の

様 々 な場面 で 展開 す るもの で あ り，それ は学習場面 に

お い て も例外 で は な い 。友人 関係 に 対す る 動機 づ けの

あ り方 は ， 学習場面で の 友人 との 関 わ り を介 し て 親密

な関係の 形成 や維持 に 影響 し て い る と考え られ る。

　以 上 か ら ， 友入 関係 に 対 す る動機 づ け を 起点に ， 友

人関係行動 を介 して 親 密な友人関係が 形成 ， 維持 さ れ

る プ ロ セ ス の 存在が 示唆 さ れ る。す な わ ち，友人 関係

に 対す る 動機づ けの あ り方 が
， 親密 な 友人関係 を 築 い

て い る か 否 か の 個 人差に 影響 して い る と考 え られ る の

で あ る 。 た だ ， 友人 と の 相互 作用 に関 し て ， こ れ ま で

個人 と友人 の 両面 か ら動機 づ けや 友人関係行動 を測定

した研究 は み られ な い 。両者 の 動機 づ けや友人関係行

動 を 測定 し ， 相互作用 を 直接捉 え る研 究が 必要 で あ る。

まとめ と今後の 課題

　本論文 で は，適応 の 支 え と な る 親密 な 友人関係 が 形

成 ， 維持 さ れ る プ ロ セ ス を動 機づ け の観点 か ら捉 える

モ デル を提唱 した。 こ の モ デ ル は 友人関係研究 の 知 見

と動機 づ け研究 の 知 見 を理 論的 に 統合す る もの で あ る。

　 これ ま で の 友人 関係研究で は ， 適応 や 精神的健康 と

の 関連か ら ， 親密な 友人関係の 重要性が 繰 り返 し指摘

され て き た 。 し か し ， 適 応 の 支 え と な る 親密な 友 人 関

係 を築 い て い る個人 とそ うで な い 個人 との 相違が どの

よ う に 生 じ る か と い う点 に つ い て は ， 明 らか に さ れ て

い な か っ た 。 友人 関係 に 対す る動機づ け研究の知見 は ，

この 点 を補完す る もの と して 位置 づ ける こ とが で き る。

本論文 で提唱 した モ デ ル で は ， 友人関係の 形成や維持

に対 し て どの よう に動機づ け られ る か に よ っ て ， 友人

と の 相互作用 が異 な り，そ の 結果 と して友人関係 の あ

り方が 影響さ れ る プ ロ セ ス を想定 し て い る 。
つ ま り ，

適応 の 支え と な る親密な友人 関係 を築 い て い る か否か

の 個人差 を，動機づ け の 差異 と し て 捉え る こ とが で き

る の で あ る 。
こ の 点 は従来 の 友人 関係研究で は検討さ

れ て こ な か っ た部分 で あ り ， 友人関係を動機づ け の観

点か ら捉 え る ア プ ロ ーチ の 独 自な点で ある と い え る 。

　本論文 の モ デ ル か ら は ， 動機 づ け の 側面 に 働 き か け

る こ とで ，親密な友人 関係 の 形成 を通 して 適応を支援

し得 る 可能性 が 示唆 さ れ る。社会 的 ス キ ル ・トレ ーニ

ン グで は ， 友人 に対 して 援助 的 に 関わ っ た り， 適切 に

自己 を開示 す る ス キ ル を学習さ せ る試み が な され て き

た （Asher 、　Parker ，＆ Wa ［ker，1996）。 しか し，適切な ス キ

ル を身 に つ け て い る か 否 か と，積極的 に 他 者 と関 わ ろ

う とす る か 否 か は 別 の 観 点 で あ り， ス キ ル の 側面 に 注

日す る だ け で は必ず し も十分 と は い え な い 。適切 な ス

キ ル を 獲 得 し て い た と して も ， 積極的 に 関 わ ろ う と し

な けれ ば親密な関係を築 くこ と は で き な い か ら で あ る 。

磯部
・
堀江

・前田 〔2004 ） は，社会的ス キ ル を獲得 し て

い る に もか か わ ら ず そ れ を実行 し な い 社会的実行 の 欠

如 に 注 目 し，親和動機 の 低 さ が 社 会的 ス キ ル の 実行 を

妨 げ て い る 可能性 を示 し て い る。実際，社会 的 ス キ ル ・

トレ ーニ ン グ に よ る友人関係や適応の 改善が 報告さ れ

る一方で （江村 ・岡安，2003 ；石 川 ・小林，1998），そ の効果

の 持 続性 や 日 常場面 へ の 般化 を示 さ な い 研究 も少 な く

な い （相Jll．1999；F   x ＆ McEvoy 、19．・93）。近年 で は，社会

的 ス キ ル を考 える うえ で ， 自己効力感 や 目標 な どの 動

機づ け 変 数 に 注 目す る 必 要性 が 指摘 さ れ て い る

（Berndt ＆ Keefe．1996；Erdユey ，　IY961松尾 ・新井，ユ997 ；戸 ヶ

崎，20021。友人関係 に 対 す る 動機づ け は，様 々 な ス キ ル

を用 い て 積極的 に 友人 と関わ る 際 の 起 点 と な る 要因で

あ る。動 機 づ けへ の 介入的 な ア プ ロ ーチ は ， 社会的 ス

キ ル ・トレ ーニ ン グ と は 異 な る 側面 か ら 適応 を支援す

る こ とに つ なが る と考 え られ る。

　 今後 の 課題 と し て ，次 の 3 点 を指摘 し た い 。 1 っ 目

は，動機づ け に よ る親密な友人 関係 の 形 成，維 持プ ロ

セ ス に 関す る 発達的 な特徴 を検討 す る こ と で あ る 。 本

論文 で は ， 小学生 か ら大学生 ま で を対 象 と した 研究知

見 に 基 づ き モ デル を構成 し た が ， 発達段 階 に よ る 差異

を考慮 し な か っ た 。 友人関係は生涯 に わた っ て 適応を

支 え る機 能 をもつ もの の （Hartup ＆ Stevcns，1997｝， そ の

特徴 に は発達段階に よ る違 い が み ら れ る こ と も知ら れ

て い る （Hunter ＆ Youniss，1982；La　Gaipa、1979）。動機づ

け に よ っ て 親密 な友人関係 が 形成 され る プ ロ セ ス が
，

小学生 か ら大学生 へ 進 む に つ れ て ， 質的 に も量 的に も

変化 し て い く可能性 が考 え られ る。各発達段階 に お け

る友人関係の特徴 を考慮 し た うえ で ， 友人関係 に対す

る動機づ け の 役割 を明ら か に す る必要が あ る 。

　 2 つ 目は ， 動機 づ け へ の 介入 に よ る変化 を実証 的 に

検討 す る こ とで あ る 。 先に ， 友 人 関係に 対 す る 動機 づ

け に 介入 す る こ とで ， 適応 や精神的健康 を支援 し得 る

と述 べ たが ， そ の た め に は介入 に よ っ て友人 関係 に 対

す る動機 づ け を変化 さ せ る こ とが で き な け れ ば な ら な

い 。 こ れ ま で ， 友人関係 に 対す る動機づ け に 関 して も，

目標志 向性 （Erdley 　et 　al．，1997〕 や 内発的動機 づ け （B ・R ．

gian。，　Klinger，＆ Main ，1986），自己効力感（Rabiner＆ C ・ie，

1989） を実験的 に 操作 す る 試 み が な され て い る 。 しか
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し ， そ の 研究数 は極め て 少 な く， 知見 の 蓄積は十分 で

は な い
。 ま た，友人 関係 に 対す る 動機づ け を介 し た適

応支援 を目的 と して ， 教室環境 の 設定や教師行動 の 変

容 を 目指 し た 実践的 な研究 は ほ と ん ど 存在 し な い 。友

人 関係 に対す る動機づ け へ の 介入 を試み る こ と は ， 今

後の重要な 方向性の
一

つ で ある 。

　 3 っ 目は
， 友 人関係の ネ ガ テ ィ ブ な 側面 を動機づ け

の 観点 か ら捉 え る こ とで ある。本論．文 の モ デ ル で は ，

友人関係行動 と し て ， 自d 開示 や援助行動な ど親密な

友人関係 の 形成や 維持を促す要因 に の み 注 目 し た。し

か し ， 友人 関係 に は葛藤や 対抗心 の よ うな ネガ テ ィ ブ

な側面 も存在す る （Berndt ＆ Keefe，1996 ： Rook ，1998）。

友人 関係 に対 す る動機 づ け に よ っ て 友人関係が形成 ，

維持 され る過程 で ，ネ ガ テ ィ ブ な側 面 が ど の よ うな働

き を す る か に つ い て 検討す る こ と が 必 要 で あ る。

　友人 関係に対す る 動機づ け の 研 究 は端緒に つ い た ば

か りで あ る 。 本論文で提唱 し た モ デ ル は，研究 の 方向

性 に 関 し て
一

つ の 枠組 み を 与 え る も の と い え よ う。さ

らに 知 見を蓄積 す る こ とで ，友人 関係 に 関す る現象 を

動機 づ け の 観点 か ら包括 的 に 捉 え る こ と が 望 ま れ る。
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       Process of Fn'endship Formation  and  Maintenance :

                 DeveloPment of a  Motivational Model

  Ryo  OK/4DA (7)fE I4IMN St)cllrTi' p'oR  7}IEi Aeoniozlt')N oF  SclEA,(.'h', (;reApc,',47E ScHoc". op' th)t,c.471oN A,N'i) JIc,',lfA,･v

     haI･'ELoawE'A,z iNLgc;o}'A (.l･wLLERsn'yV f4ItA,x･'EsE 1lr.)c,RivflL oF  EDtit:.4T7oA･tizi. As}('lloLocy; 2008, 56, 5f"5-58S

  The  purposes  of  the present  article  were  to synthesize  findings about  frienclship and  friendship motivatien,

and  to develop a motivational  model  of  the process by which  individuals form  and  maintain  close  friendships.

A  review  of  research  on  the relations  between  friendship and  adjustment  suggested  that individual differ-

ences  in whether  or  not  people form  and  maintain  close  friendships have not  yet been analyzed.  Next,

constructs  of  friendship motivation  were  examined  basecl on  several  theoretical viewpoints,  including

achievement  goal theory, social  goal research,  social  cognitive  theory, and  self  determination theory.

Finally, a  model  was  proposed  according  to which  friendship motivatien  influences the formation and

maintenance  of close  friendships, which,  in tern, support  adjustment.  This model  suggests  that research

about  friendship motivation  should  focus on  individual differences in the formation and  maintenance  of  close

friendships.

   Key  W'ords : friendship motivation,  adjustment,  formation and  maintenance  of  close  friendships,

motivational  model
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