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青年期 に お け る容姿 ・ 容貌 に対す る劣性 を認知 した と きに 生 じる

感情 と反応行動 との 関連
1

高　坂 康　雅
＊

　本研究の 目的は ， 青年が容姿 ・容 貌 に 対 す る 劣性を 認知 し た と き に生 じ る 感情 と反応行動 と の 関連 を

明 らか に す る こ と で ある n 中学生 ， 高校生 ， 大学生 545名 を対象 に ， 劣 性の 認知を尋ね る項 目， 劣性 を

認知 した と き に 生 じ る感情に関す る項目，反応行動 に 関する項 目に つ い て 回答を求めた。分析の 結果 ，

反応行 動 は ， 他者回避 ， 直接的努力 ， 他者攻撃 ， 気晴らし ， 放置 ， 賞賛 ・承認希求，代理補償 の 7種類

に分 け られ た 。ま た ， 直 接的努力 は 憧憬感情 と，他者攻 撃と賞賛 ・承認希求は敵意感情 と ， 気晴らし は

不満感 情 と，放置 と代理 補償は悲哀感情 と自己肯定感情 と そ れ ぞれ 関連 して お り， 他者回避 は中学生 ・

高校生 で は不満 感情 と関連 し ， 大 学生 で は悲哀感 情 と関連 して い た。こ れ ら の結果か ら ， 容姿 ・容貌に

対す る劣性 を認知 した と き に 生 じ る感情 と反応行動 と の問に は ， 特定の結び つ きが あ る こ とが 確認 さ れ

た 。
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　本研究の 囗的は ， 青年期 に お け る容姿 ・容貌に対す

る 劣性 を認知 した と き に 生 じ る感情 と 反応行動 と の 関

連を明 ら か に す る こ と で ある 。

　青年期 は ， 急激 な身体的変化 に よる個人差 の 発生や ，

身体的変化 に 伴 う自己概念 ・価値観 の 不安定化 ， 受験

や就職 の ような競争 に よ る自他の 差異 の 意識 化な ど に

よ っ て ， 他者 と の 比較が 生 じや す い 時期で あ る 。 高田

（1999）は，高校生 や大学生 で社会的比較が 最 も頻繁に

行わ れ て い る こ とや ， 高校生 や 大学生が社会 的比較 を

す る理 由として ， 自己不確実感（自分 に 自信が な く不安 だ）

や状況不確実感 （自分 の す べ き こ と や 進 む 方 向が わ か ら ない ）

などが多 く選 ばれ て い る こ と を明 らか に して い る。 こ

こか ら ， 青年が不安定な 自己 の状態を明確に認識す る

た め に 他者 と の 比 較 を行 っ て い る こ とが 推測 さ れ る が
，

この よ うな他者 と の 比較 は必ず し も青年に と っ て肯定

的 に 働 くと は 限 ら な い 。 高田 （1994）は大学 生 を対象 と

した社会 的比較 の 実態調 査 に よ っ て ， 社会 的比較の結
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　 け る容 姿 ・容貌 に対 す る 主観 的 劣 性 を 認 知 し た と き に生 じ る感

情 と反 応行動 との 関連 　目本青 年心 理 学会第 15 回 大 会発 表論

　文集，’t・’t−47．）

果 ， 劣等感 が生 じて い る こ とを明 らか に して い る。ま

た ，島 （1988 ）は，高校生 と大学生 を対象 と し た容姿や

プ ロ ポーシ ョ ン の 自己評価に関す る調査 を実施 し ， 高

校生の 41 ．1％ （221名 中 91名 ），大学生 の 22．1％ （240名

中 53名）が ， 自身の 容姿や プ ロ ポーシ ョ ン を「劣 っ て い

る」と評価 して い る こ と を明 ら か に して い る。「劣等感

と い う苦 し い 感情に悩 ま さ れ る とい う こ とが どん な こ

とか わ か ら な い と報告 し て い る 学生は全体の ／0％以

下に す ぎな い 」 （Allport．，1937＞や ， 「青年期 は他の 時期 に

比 べ て 劣等感が 強 く感 じ られ る時期 で あ る」（返 田，

1986 ）と い う指摘 を踏 ま え る と ， 多 くの青年は ， 不明確

な自己像を同定 しよう と して行われ る他者 との 比較 に

よっ て ， 劣等感 を抱 い て い る と考え られ る。

　劣等感 に つ い て は ， Adlerが劣等感 の 補償 を概念化

し て 以来，人格形成や適応 に 向か う動機づ け と な る感

情 で あ る と され て い る 。 しか し，
Adler（1932）は ， 劣等

感が青年に と っ て ポ ジテ ィ ブ な影響を持 つ
…方，ひ き

こ も りや 非行 の 原因 に もな りう る と述 べ て い る 。 また ，

根本 〔1997） も 「劣等感情か ら子 ど もは優越欲求を発達

さ せ る。優越欲求は 子 ど もに 意欲を生み 出し，建設的

な行動 に む か わ せ る。し か し， こ の 行動 が う ま くい か

な い 場 合 ， 優越欲求 は 屈折 した 形 で 表現 され，非建設

的 な 多様 な 行動様式を と らせ る 」 と述 べ て い る。 こ れ

らが 述 べ る ように ，劣等感 は，自己 の 劣性 を補 うよ う

な努力 を生み 出しもす るが ，他者 を回避 す る ような行

動や ， 他者 に 対す る 攻撃行動 な ど を 引 き 起 こ す感情 で

もあ る と言 え る 。 本研究 で は，劣等感な どの 感情 に よっ
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て 引き起 こ さ れ る行動を ， 反 応行動 2 と呼 ぶ 。

　劣等感 の 反応行動 に つ い て ，Wallin 〔1949）は ， 逃避

反 応 ， 闘争反応 ， 好 ま し か ら ぬ性格特徴の 発展 ，を挙

げて い る。返 田 （1986〕 も Wallin （1949） と類 似 し た ，

3 種類 の劣等感反応タ イ プ を挙げて い る 。 ま た ，宮城

（1979 ＞ は 5 種類 の 補償 を挙 げて い る。さ ら に ， 依田

（1982＞は 6 種類の 反応行動を挙げ， 根本 （1997）は ， 9

種類の 反応行動 を ， 筒井 （1975＞は 11種類の補償行動を

挙 げて い る 。 こ の よ う に ， 劣等感反応 や 補償 な ど用語

は異 なる もの の ， 概 して 劣等感の 反応行動に 関す る 理

論的研究 は多 くな さ れ て い る。しか し，劣 等感 の 反応

行動 に 関す る 実証 的な研究 は ， 非常に 少 な い
。 劣等感

の反応行動 に関わ る研究 と し て，落合 （／989）は 大学生

を対象 として顔 に対す る 劣等感の解消法に つ い て ， 選

択式 と記述 式 の 2通 りの 方法 で 調査 を行 っ た と こ ろ ，

選択式 の 回答で は ， 補償 に 相 当す る 「顔 を美し く」 と

い う回答や ，代理補償 に相当す る 「勉強で努力」，「勉

強以外で努力」と い う回答 ， 「顔 は大事で は な い 」と い

う価値観 の 転換 に 関わ る圃答 な ど が 得 られ ， また 「自

由記述 の結果 ， 誉め ら れ る と い っ た他者か ら の 評価 の

上昇 や，劣 っ た者 をみ る とい っ た他者 との 関係 に よ る

解消 も か な り多 くみ ら れ た 」（落合，1989 ） と し て い る 。

また，小笠原 ・甲村 q999） は他者 との 比較 に よ っ て 生

じ る劣位感情へ の対処行動に つ い て 調杏 を実施 して い

る。劣 位感情 の 対処行動 ユ9項 目 に 対 して ， どの 程度用

い た か ， ど の程度効果が あ っ た か に つ い て ，回答を求

めた 。 そ の 結果 ， 用 い られ た 対処行動 と し て
， 男女 と

も 「自分は 自分 と考え た 」や 「そ れ を よ く し よ う と努

力 した」が 多 く用 い られ て い る こ と
， 対処行動 の 効果

に つ い て は ， 「誰 か に 話 し て 発散」， 「他 の こ と で 発

Lt
　 小笠 原・甲村 （1999） は，

“
対処 行動

”
とい う語 を用い て い る

　 が，対処 行 動 はス トレ ス 反 応 の 低減 を 目的 と し た 行 動 で あ る

　 （岡安，1999）。本研
．
究に 置き換え れ ば ， 容姿

・
容貌に 対す る 劣

　性 の 認知「に よ っ て 生 じた 感情 の 低減 を 目的 と した 行 動 とな る。

　 ま た，落合 （1989） の
“me消法

”
は，実 際 に感 情 が低 減 した 行

　動で あ る と言 え る 。 さ ら に ， 宮城 （1979）な ど が用 い て い る
“
補

　償
”

は，劣 等 感 との 関 連 が 強 い 語 で あ る。し か し，本 研 究で 扱

　 う行 動 が ，感 情 の 低 減 を 目的 と し た 行動 で あ る か ，ま た は実 際

　 に感 情 を低減 させ た行 動 で あるか に つ い て は，明 らか に す る こ

　 とが で き て い な い た め，
“
対 処行 動

”
や

“
解 消法

”
は 適 さ な い 。

　 ま た，本 研 究 で 扱 っ て い る感 情 に は，憧 憬感 情 や 自己肯 定感 情

　 は，高坂 仰 刷 中） に お い て 劣 等感 に は 含 まれ な い 感情 と さ れ

　 て い る こ とか ら，劣等感 と の 関連が 強 い 用語 で あ る
し‘
補償

”
を

　 用 い る こ と も適 切 で は な い と考 え る。そ こ で，本 研 究 で は，劣

　等感 に 特化 し て お らず，感情 の 低 減 が 目的 と さ れ て い た か や 実

　 際 に低 減 した か に 関わ らな い 表現 と して ，反応 行動 を用 い る こ

　 と と し た L．

散」， 「自分は 自分だ と考 えた」，「開き直 っ た 」な ど が，

効果 が あ っ た と評定 さ れ ，「相手 を 避 け る」， 「忘 れ る よ

うに した 1， 「八 っ 当た りす る」， 1何 もしな い 」，「や け

食 い 」は効果が な か っ た と評定さ れ て い る こ と を明 ら

か に した。

　 こ の よ うに ， 劣等感の 反応行動は多様で あ り，そ の

多様性は ， 理論 的研究に お い て十分に 示 さ れ て き た 。

しか し，こ れ ま で の 研究 で は，理論的 に 想定 さ れ る 劣

等感 の 反応行鋤 を列挙す る だ け に留ま っ て お り ， 反応

行動に 関わ る実証的な研究 は落合 〔19．89．）や小笠原 ・甲

村 （1999） 以外 ， 国内外を通 し て見当た ら な い
。 ま た ，

落合 q989〕や 小笠原・
甲村 （1999） は，劣等感 の 反応行

動 そ の もの を捉 えた研究 と は 言 え ず ， さ ら に ，
こ れ ら

で用 い ら れ て い る選択肢や 項目が ， ど の よ うな手続 き

で ，作成，選 定 さ れ た か 明確 に さ れ て お らず ，
こ れ ら

の研究が ， 劣等感の 反応行動を十分に網羅で きて い る

とは言 い が た い 。

　劣等感 の 反応行動 に 関す る 研究の 別 の 問題 点 として ，

一
人 の 青年が特定 の 劣等感 に 対 して ， 同時 に 示す と は

想定で き な い 反応行動 が 併記 さ れ て い る と い う点 が挙

げられ る。例えば ， 根本 q99η は 劣等感の反応行動を

9 種 類 提示 し て い る が ， そ の な か に は 「他 者 へ の 反抗」

と ， 他者に従順 で あろ うとする 「過剰適応」 とい う ，

相反す る反応行動が み られ る 。 しか し，
一

人 の 青年が

あ る 劣等感 を抱 い た ときに ， 反抗 と過剰適応 を同時 に

行 う と は考え に くく， あ る青年は劣等感 に よ っ て 他者

へ の 反抗を示 し
， 別 の 青年は過剰 に 適 応 しよう とす る

と考え た 方が 妥当で あ ろ う 。 こ れ ま で の劣等感 の 反応

行動 に 関す る論究 で は ， 反応行動が 列挙 され る だ けで ，

青年に よ っ て 生 じ る反応行動が異 な る 理由に つ い て は

論 じ ら れ て こ な か っ た。

　通常 ， 劣等感 は何 ら か の 劣性を認知し た と き に 生 じ

る 感情 と し て 捉 え ら れ る （野 柆 1981｝。しか し，野 田 （1997）

や関 （1974＞は ， 劣性を認知 した と き に は様 々 な否定感

情が 牛 じ，そ れ ら を総称 し て 劣等感 と呼 ん で い る と述

べ て い る。高坂 （印 刷 中〉 は 「劣等感 は 自己 の 劣 性 を 認

知 し た と き に 牛 じ る 否定感情の 総称で あ る」 と い う立

場 か ら，容姿 ・容貌に対す る劣性 を認知 し た と き に 生

じ る感情 の 分析 を 行 っ て い る 。 そ の 結果，青年が 容姿・

容貌 に 対 す る 劣性 を 認知 した と き ， 不満感情 ， 悲哀感

情，自我萎縮感情 ， 敵意感情 ， 憧憬感情 ， 自己 肯定感

情 とい う 6 つ の 感情が 生 じ ，
こ れ ら の うち ， 不満感情 ，

悲哀感情 ， 自我萎縮感情 ， 敵意感情 の 4 種類が
， 容姿・

容貌に対す る劣性を認知 し た と き に 生 じ る 劣等感 の 具

体的 感情で あ る と し て い る。そ し て ，容姿 ・容貌 に対
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す る 劣性を認知 した と き に 生 じ る感暗の 違 い が，そ の

後 の 反応行動の違 い と し て現れ る の で はな い か と推測

して い る。 こ れ は，小笠原 ・甲村 q999）が 「劣位感情

の感 じ方や 受け取 り方 に は 個人差 が と もな うもの で あ

る た め，そ の 対処に も個人差が あ ろ う」 と考察 して い

る こ と と一致す る。

　 こ れ ら の指摘を踏 ま え る と ， どの ような反応 行動が

生起す る か は，劣性 を認知 した と き に 生じ る感情の 違

い に よ る と考え ら れ る 。 Neu （1980）は妬み感情 を憧憬

的妬 み と悪意 的妬 み に 分類 し，ど ち ら の 妬み を感じ る

か に よ っ て ，そ の 後の行動が 異な る こ と を指摘 し て い

る。また ，菊池 〔2003）は，罪 悪感 と向社会的行動 の 問

に は 正 の 関連が み られ る の に対 し ， 恥 は 向社会 的行動

と関連 しな い こ と を明 らか に して い る 。 さ ら に，榎本

q999 は友人 に 対 す る感情 と友人 と の 行動 の 結び つ き

は ， どの 学校段階に お い て もあ る程度一貫 し て い る こ

と を示 した 。
こ れ らの研究 か ら， どの ような感情が生

じるか に よ っ て，そ の 後 の 行動 が 異 な り，そ の 感情 と

行動 の結 びっ き は ， どの 学校段階 で も
一一

貫 して い る こ

とが 示唆 さ れ て い る。こ こ か ら，本研究 に お い て も，

劣性 を認 知 した とき に 生 じ る感情 に よ っ て ， 反応行動

が 異 な り，そ れ は 学校段階 を 問わ ず
一

貫 した もの で あ

る こ と が予測 され る 。

　 そ こ で ，本研究で は，「劣等感は 自己 の 劣性 を認知 し

た と き に 生 じ る否 定感情の 総称で ある」 と い う立場 か

ら ， 劣等感 の 反応行動 の 違 い を ， 劣等感の 具体的感情

の 違 い か ら 明 らか に す る こ と を目的 とす る。な お
， 本

研究で は ， 容姿 ・容貌 に対す る 劣等感に つ い て取 り上

げる。 こ れ は
， 返 田 （1986） に お い て 「青年期 の 劣等感

の 中で ， 容姿や容貌が か な り重要な要因 と し て作用」

して い る と述 べ られ て い る た め で あ る。ま た ， 容 姿 ・

容貌 に対す る劣等感の な か で も， 身体的障害や欠損で

は な く， 容姿 の 良 し悪 しの ような青年 自身 の 主観的な

評価 に 基 づ く劣性を扱 う こ と と し た e さ ら に ， 容姿 ・

容貌 に対す る劣性 を認知 し た と き に は，否 定的な感情

だ け で は な く， 憧憬感情や 自己肯定感情の ような肯定

的な感情が生 じ る こ とが 示 さ れ て い る 幅 坂，印刷中）た

め，容姿 ・容貌 に 対す る劣性を認知 し た と き に 生 じ る

否定 的 な 感情 と肯定的な 感情を あ わ せ て
“ptL，情

”
と表

記 す る こ と と した。

予 備 調 査

目的

青年が 容姿 ・容貌 に 対 す る 劣性 を認知 し た と き に と

る反応行動 を把握 す る 。

方法

　調査回答老　分析を 行 っ た 調査 同答者は ， M 県内の

中学 1〜 3 年生 204名 （男子 1D1名，女子 103名 ；平均年齢

13．25 歳 ，標準 偏差 （1．92 歳 ），M 県内の 工 業高校 1〜 3 年生

173 名 （男子 98各 女子 75名 ；平均年齢 16．27 歳 標 準偏 差 0．98

歳）， 1県内の 大学生 172名 （男 r−　85名，女子 87名 ；平均 年

齢 19．呂8歳，標準偏差 Ll9 歳）で あ っ た。

　調査時期　2006年 6 − 7月 。

　調査 内容　「自分 が 人 と くら べ て 顔 や ス タ イ ル が 良

くな い と感 じ る と　　。」 と い う未完成文 を 5 つ 提示

し， 「普段 の 生活 の 中で
， 自分 が 人 と くらべ て 顔 や ス タ

イ ル が 良 くな い と感じ た と き ， あ な た は ど の よ うな行

動 をします か 。」と い う教示 の も と，下線部 に 書 き 入れ

る よ う求め た 。

結果 と考察

　 得 られ た 記述の う ち ， 「容姿・容貌 に対す る劣性を認

知 した ときの 反応行動」 と見 なす こ との で きな い 記述

を除 き，中学生 339個 （男 子 129 個，女 r−　210 個），高校生

259個 （男 r一ユ20個，女 r139 個）， 大学生 295個 （男子 123個，

女子 172 個 〉，合計 893個 （男子 372個，女子 521個 ｝ を 分析

対象 とした。

　 根本 q997＞や 落合 （1989）な ど，劣等感 の 反応行動 に

関す る研究や ， 劣等感 と類似した感情 と さ れ る こ と も

ある孤独感 の 対処方略の 研究 （．T ．Wh，1986｝宮 ド・細 ［Il，1993

な ど） を参考に ， 記述 の 分類 を行 っ た 結果 ， 13 カ テ ゴ

リ
ー

に 分類 さ れ た （Tab ［e　1）。　 Table　1 を み る と，「ダイ

エ ッ トをす る」 の ような 「直接的努力」が男女 と も に

多 くみ られ て い る が ，特に女子 で は，63．5％もの 記述

が 「直接的努力」に 分類 さ れた 。 次 い で ， 「何 も し な

い 」，「あき らめる」 の ような 「放棄 ・諦め」が多くみ

ら れ た が ， 「直接的努力」 と異 な り，「放棄
・
諦 め 」 は

男子 の 方が
， 女子 よ りも多 くみ られた 。

一
方 ， こ れ ま

で の 劣等感 の 反応行動 に 関す る 研 究の 多 くで 指摘 さ れ

て き た 「他者攻撃」や 「他者卑下 」 の ような ， 他者に

対 す る ネ ガ テ ィ ブ な反応行動 に 分類 さ れ た記述は男女

と も少数で あっ た 。

本 調 　査
3

目的

　青年期 に お け る 容姿 ・容貌 に対 す る 劣性 を認知 し た

と き の 反応行動 を 分析 し，感情 と の 関連 を検討 す る 。

方法

　調査回答者　分析 を 行 っ た 調 査回答者 は， 1 県内 の

中学 生 207名 （男 丁
・
　93 名，女 子 ll・1名 ；平 均 年 齢 13，16 歳 標

準偏差 o．93歳）， 普通科高校 1 ・2 年生 188名 （男 子 60・名．

N 工工
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Table　1 容 姿 ・容貌 に 対 す る 劣 性 を 認 知 し た と きの 反応行動 に 関す る記述 の 整理 （％ ）

中学 生 高 校 生 大 学生 全 体

男子 女 子 男子 女子 男
．
r 女 r 男子 女 子 記述例

A 直接 的 努力

B 代埋 補償

C 「rr↑避 的 思考

D 気晴 ら し

E 放棄
・
諦 め

F 他者依 拠

G 賞賛 ・
承認希求

H 注 目希求

1 他者接近

J 他者攻 撃

K
．
ド方 比 較

L 注 目回 避

M 他者 同 避

55（　4Z．6）　138（　63　D）

2（　 L6 ）　 8〔　3．邑｝
7（　5．4）　 12（　5，7）
4（　3」）　　5（　2．4）

49 （　39．0）　　26〔　12．4）
5（　3．9）　 1［〕（　4　9）

0（ O．O）
］（ o．s）
ユ（ o．8）
z（ ／．6）
o（ o．o）
1〔 O、8）
2〔 ］．6〕

o（ o．ω
4（ 1．9＞
1〕（　o． 
O（ 0、O）
o（ o』＞

0（ 0．O）
6（ 2、9）

55（　45．8）
15〔　12．5）
1（ 3．3）
4（ 3．3）
32（　26．7）
8〔 6．7）
［1（　〔〕．ω
2（ 1，7）
ゆ（ o． 
o（ o．o）
〔1（ ロ．ω
o（ o．o）
o（ 〔｝．o〕

97（　69．8）
7（ 5．の
7（ 5．o）
1（ o、7）

1S（12．9）
7（ 5，ω
1（ O、7）
1（ 0．7）
o（ o．の
o（ o．の
氓　o．ω
o（ ｛〕、o）
o〔 o．o）

45〔　36．6）
13〔　1〔L6）

lo（ 8，1）
5〔 4．1）

37〔　30．1〕
4〔 3．3〕
∩〔 o、o〕
2〔 1．6〕
1（ o．B）
1（ 0．8〕
⊥（ o．8＞
1（ u．s）
3（ 2．4｝

96〔55．8） 155〔41．7〕 331（6？，．t）） ダ イ エ ッ トをす る

S（ ユ、7） 30〔 8．1） 23（ 4．4）勉強を頑 張 る

16（ 9．3） 21〔 5．6〕 35（ 6．ア〕開 き直 る

5（　2．9）　13（ 3．5〕　11（ 2．1〕音楽を聴 い て ごまか す

lS（10．5） 118〔3ユ．7）　62（11．9）何 も しな い ，あ き ら め る

13（ 7，6）　1ア〔 4．6）　 30（ 5．8〕真似す る

1（　じ．6）　 U〔　O．ω
3（　 1．7｝　 5（　1．P〕
【｝（　 〔）．〔上）　 2（　o．5〕
3（　 1．7｝　 3（　1）．8〕
⊥（　 O．6＞　 1〔　D．ω
2（　 1．2）　 2（　0．5）
6（　 3．5｝　 5（　1、3）

L〔　O．・1）慰 め て も ら う

8（　L5 〕　明 る くイ辰舞 う

眠　O、O）友 達 に な る

li（ o．6〕悪 口 を言 う

1（ O．o） も v とひ どい 人 を探す

2（ O．4） 目立 た な い 服装 を選ぶ

1Z（　 2．3）　タ半に 出な い

上29〔100．0）　210（］00．O）　12D（10D．0）　139〔100．0）　123（100．D）　172（100．O）　372（100、0｝　521（10 ．0｝

女 子 128名 ；平 均 年齢 15，72 歳 ；桑票準偏差 D．61 歳）， 大学生 150

名 〔男子 6  名，女子 90名 ；平 均 年齢 20．33歳 標準偏差 1，49 歳）

で あ っ た 。

　調査時期　2007年 6 − 7月。

　調査内容　劣性認知項 目 ： 高坂 （印刷 中）の 劣性 認知

項 目 6 項 目を用 い た。「あ なた は普段 の 生活 の 中で それ

ぞ れ の 項 目の よ うに感 じ る こ とが ど の くら い あ り ま す

か。」とい う教 示 の も と， 「い っ もあ る」（4点）， 「時々 あ

る 亅（3 点〉，「た ま に あ る 亅（2 点 ），「まっ た くな い 」（工点 ）

の 4 件法 で 回答 を求 め た 。劣性 認知項 目 6 項 目す べ て

に対 し，「ま っ た くな い 」と回答 した人 を除 い て ，感情

項 目， 反応行 動項 目へ の 回答を求 めた。

感情項 目 ：高坂 仰 刷 中 ） の感情項目 62項 目 を 用 い た 。

「普
．
段 の 生活 の 中 で ， 人 と くらべ て 容 姿や容貌 （顔 や ス

タ イ ル ）が 良 くな い と感 じ た と き，あな た は どの よ うな

気持 ち に な り ま す か 。」 と い う教 示 の も と ， 「と て も感

じ る」（5 点）， 「や や感 じ る 」 （4 点 ）， 「ど ち ら と も い え な

い 1（3 点）， 「あ ま り感 じな い 」 〔2 点｝，「ま っ た く感 じな

い 」 （1 点） の 5 件法で 回答を
．
求め た 。

反応 行動 項 目 ：予備調 査 で み られ た 13 カ テ ゴ リ
ー

に

つ い て
， 各 4項 囗ずつ

， 合計 52項 目を作成 し ， 反 応行

動項 目 と し た 。 「普段 の 生 活 の 中 で ， 人 と く ら べ て 容姿

や容貌 （顔 や ス タ イル ）が 良 くな い と感 じ た と き，あなた

は 以 下 の よ う な 行動 を ど の 程度 し ま す か 。 」と い う 教 示

の も と，「い つ も す る 」（5　．・J．0， 「よ くす る 1（4 点 ）， 「時々

す る 」（3 点 ），「あ ま り し な い 」（2 点 ）， 「ま っ た くしな い 」

（1 点 ） の 5 件法 で 回答を 求 め た．

　 実施方法 と倫理的配慮　調査 は ， 中学生や高校生 で

は ， 学級担任 な ど が 学級単位 で 集 団 で 実施 し，大学生

S
　 本調 査 は．筑波 大学 大学院 人 間総 含科学研 究 科 偸 理 委 員 会 の

　承 認 を得 て 行 ワ た。

で は講義時問の
一部 を使 っ て ， 著者が集団 で 実施 した 。

い ずれ の場合も ， 調査 へ の 協力は任意で ある こ と，回

答 を拒否 で き る こ とや 回答 を中断 で き る こ と な ど を紙

面 に明記 し ， ［．」頭で も伝えた 。 また ， 回答 に よ っ て心

身 の 不調 が 生 じ る 可能 性 を考慮 し
， 実施 した中学校 と

高校で は ， 養護教諭な どに ， 不調が生 じ た場合の対応

と著者 へ の 連絡を依頼 し た 。

結果

　感情項 目，反応行動項目の 因子分析　．劣性認知項目

6 項目す べ て に 対 し， 「まっ た くな い 」と回答した回答

者 は，中学生 36 名〔男子 3．0 名，女子 6名），高校生 5名 偶

r・3名，女 子 2名）
， 大学生 1 名 湧 子 1名，女 子 0 名）で あ っ

た 。 こ れ ら の 回答者は ， 普段の 生活 の な か で ，容姿 ・

容 貌 に対 す る 劣性 を認知 して い な い と判 断 さ れ る た め ，

こ れ以降の分析か ら除外 し た 。

　感情項 目 62項 目に つ い て ， 高坂 （EIJ刷 中）が 6 因子 を

抽 出し て い る こ と か ら ， 因子 数を 6 に指定し て ， 最尤

法 ・promax 回転に よ る 因子分析 を行 っ た （Tuble　2＞。

そ の結果 ， 高坂 （印刷 中） と ほ ぼ同様の 6 因子が抽出さ

れ た。そ こ で，高坂 （印刷 中） に あ わ せ て，第 1 因子 か

ら順 に ， 「不満感情」， 「悲 哀感情」， 「敵意感情 」， 「自己

肯定感情」， 「憧憬感 情」， ［自責感情」 と命名 し た。

　反応行動項 目 52 項目 に つ い て も， 最尤法 に よる因子

分析 を 行 っ た 。そ の 結果，固有値 1，0 以上 で 1U 囚子 が

抽出さ れ た た め ， 因子 数 を ユOか ら減 ら しな が ら最尤

法 ・promax 回転 に よる囚子分析 を行 っ た と こ ろ ， 因子

の 解 釈 か ら， 7 因 子 解 が 最 適 で あ る と 判 断 さ れ た

（Table　3）　．第 1 因 予は， 6Ml た くさ ん の 入 が い る場

所 を避 ける」 （．82），10L 「目立 た な い よ うに 振舞う」

し79） な ど，M 「他者
．
回避」や L 「注 目回避」の 項目で

構成 され て い る。他者 との 関わ りや注 目を避 け よ う と

N 工工
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Table　2　感情項 目の 因子分析結果 （最尤法 ・pr。max 回転後〉

項 凵内容 FlF2F3F4F5F61 言
2

平均 〔標準偏差 ）

第 1 因子 「不満感惰 」

58 ；い ら い ら した 気 持 ち　（い らだ ち） ．79 一．13 、旧 ．〔〕4 一、  Z 一．〔｝9 ．652 ．25（1．29〕

4呂 二 っ ま ち な い 気持 ち　（
冒
フ ま ら な さ ） 、79 一．且6 ．09 一．1〔］ 、05 一．⇔1 ．522 ．25 （122 ）

59 ： や る気 が 起 こ ら な い 感 じ （無 気 力 感 ） ．75 一．06 ．111 ．〔｝4 一．13 一．111 ．572 ．23（126 ）

41 ：し ら U た 気持 ら　〔し ら U ） ．73 一．1）7 ．〔｝9 一、D呂
一．11 ．12 ．552 ．o呂〔1．1臼）

61 ：不 快 な気 持 ち　（不 快 感 〕 ．71 ．M ．G5 ．01 一．15 一、13 ．562 ．39〔1．32）

60 ：｛青け な く思 う気イ寺 ち 　（盾け ζe さ ）

31 ： とま ど い の 気 持 ち　〔戸 惑 い ）

42 ：な ん と な くイ・安 な 気持 ち　（漠然 と し．た 不安〕

54 ： さみ し い 気 持 ち （さ み し さ ）

36 ：面倒 な 気持 ち　（面倒 〕

38 ：む か っ い た 気持 ち 〔む か っ 剖

45 ：あ せ る 気持 ち （無燥 感 ）

34 ：恥 ずか し い 気持 ち （恥）
46 ；自分 の こ とが心 配 に な る感 じ （心 配 〕

621 くや し い 気 持 ち　〔悔 し さ〕

53 ：や り き れ な い 気恃
．
ら （や り き オしな さ ）

25　：動 揺 　　〔劃∫揺 ）

33 ：自分 の 将来 に 対 t る 不 安 （将 来への 不 安 ｝

39 ： む な し い 気 持 ち （空虚感 〕

40 ：嫌 な 気 持 ち （嫌 知

5U ： 自分 が ち っぽ け だ と い う感 じ 　（卑小 感 ＞

47 ：差別 さ れ た 気打 ち （被 差別感〉
踟 ：絶望 的 な 気持ち （絶望 感 ｝

57　：　
．
忙斬む気 痔 ち　　｛

’h
’
“1み ）

i5 ；自分 の こ とが 嫌 い に な る感 じ （自 己嫌 悪 感 ｝

49 ： 自分 が か わ い そ う だ と い う气持 ら 〔哀れ み ｝
1了 ；後悔 す る気 持 ら （後海 〕

第 2 因 子 「悲 哀感情 」

5 ：み じ め な 気持 ち （惨 め さ ）
9 ：悲 し い 気 持 ち （悲 一さ〕

16 ：つ ら い 気持 ち （辛 さ ｝
29 ：憂 う つ な気 婁芋ち 　〔曼 うつ ）

2 二切 な い 気持 ち 〔切 な さ）

27 ：暗 い 気 持 ち 〔暗 さ 〕

32 ：落 ち 込 む気 持 ち （落 肥 ）

23 二 うん ざ り L た 気 持 ち 〔う ん ざ り ）
，14 ；自信 が な くな る感 じ 〔自信喪 失 ）

21 ；残 念 な 気持 ち （残念）
跖 ：自 分 自身 に 失 望 す る気 持 ち 〔失 望 ）

8 ：自 分 の 価 値 が 下 が った ltづ tit　ms し 〔自己 価 値 σ♪低
．
の

18 ：損 した 気分 〔損 し た気 分 ）

2呂 ：自分の こ と を 否定す る 気持 ち （自己 否定感 ）
認 ： あ き ら め の 気持 ち （諦 め ）

L ： い じ け る気 持 ち （い じ
／
））

第 3 因子 「敵意 感情 」

11 ：鐔 や ス タ イ ル が 良 い 人 を に く む気 持 ら 〔憎 しみ ）

19 ； 顧 や ス タ イ ル が 良 い 人 を 嫌
．
う気 持 ち （嫌 悪 感 ）

Zfi； 顔 や ス タ イ ル が 良 い 人 を う ら む気 詩 ち （優 勢 者 へ の 恨 み 〕

4 ： 顔 や ス タ イ ル が 艮 い 人 に 腹 を立 て る気 持 ち 〔怒 り）

24 ：麒や ス タ ．イル が 良 い 人 を ひ が む気特 ち （ひ が み ｝

56 ；顔や ス タ イ ル が ．良い 人 と 競 い 合 い た い 気持ち （竸争 心 ＞

1Z ： 不公平 な感 じ 　（不公 平感 〕

51 二 親 を う らむ 気手寺ち （規 ！＼の
．1艮 み ）

13 ：負 け た 気 持 ち （敗北 感 〕

第 4 因子 「自己肯定感情 」

14 ：顔 や ス タ イ ル が艮 く な く て も自分 の 顔 や ス タ ．イル r 納 得 し て い る 感 じ （納得 〕

7 ：顔 や ス タ イ ル が艮 くな く て も白分 の顔 や ス タ イ ル に 満 足 して い る気 持 ち （満 足 感）
22 ； 顔 や ス タ イ ル が 良 くな くて も 臼分 の 顔 や ス タ イ ル が 好 きだ と い う気 持 ち （好 意 ）

43 ： 顔 や ス タ イ ル が 良 く な くて も 年 の ま まで 良 い と い 〕気 持 ら 1受 容 感 ｝

第 5 因子 「憧憬 感情」

］5 ：顔 や ス タ イ ル が良 い 人 を尊 敬 す る 気持 ら 噂 敬 ）

Z‘｝：顔 や ス タ イ ル が 良 い 人 に 感 心 す る気持 ち （感 心 ）

　6 ：顔 や ス タ イ ル が良 い ．人 に あ こ が れ る 気 ｛寺ち （憧 れ 〕

37 ：顔 や ス タ ．イ ル が 良 い 人 を う ら や ま し く思 う気 持 ら （羨 望 ｝

第 6 因子 「自責感情」

殉 ：罪 悪 感 （罪悪 感 〕

3 ； 申 し訳 な い 気持 ら （中 し訳 な さ）

得点 間相 関 〔左 ド〕 ＼ 因 了間 相 関 （右 上 1

　　　 　　　　　 　各 囚子 へ ω 負荷 量 が ．釦 以 L の 項 目の C・係 数

U 〕各 因 子 に 対 し ．4〔｝以 ヒの 負 荷 量 を太 枠 で 囲 った ，，
b 〕各項 目未 尾 の （ ） 内は 感 情 名で あ る 、、
c ） 「自己 肯 定感 情 1 は 因子 聞相 関 で は 高 くな る ほ ど感情 は 低 くな ワ

d ）記 載 さ れ て い る 得 点間 相 関 は す べ て 5 ％ 水準 で 有 意 で あ る 。
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す る行動 で あ る と考え ら れ る た め，第 1 因子 を 「他者

回避」 と命名 した。第 2 因子 は ， 28A ［顔や ス タ イル

が良 くな りそ うな方法 を試す」（．96），19F 「顔や ス タイ

ル が 良 い 人 を 目標 ・見本 に す る」（．85） な ど， A 「直接

的努力」 と F 「他者依拠」の 項 口か ら構成 さ れ て い る。

他者を参考 と しな が ら， 顔や ス タ イル を改善 し よ うと

す る行動で あ る と考 え られ る た め，第 2 因子 を 「直接

的努力」と命名 した 。 第 3 因子 は ，
43K 「他の人 を低

く評価 す る」（，82）， 48J 「顔や ス タ イ ル が 良 い 人 の 悪

口 を言 う」（．79） な ど，J 「他者攻撃」と K 「下 方比較」

の 項目か ら構成さ れ て い る 。
い ず れ も他者 に対す る攻

撃的な行動 で あ る と考 え られ る た め ，第 3 因子 を 「他

者攻撃」と命名 し た 。 第 4 因子 は ， 241 「友だ ら と
一一

緒 に い るよう に す る」 （．84），25D 「気に しな い た め に

テ レ ビ や 映画を観 る」（，59）な ど ， 主に D 「気晴 らし」

と 1 「他者接近 」の項 目 で構成 され て い る 。

一
人 で 過

ごす か ，友だ ち な ど と一緒に 過 ごす か の 違 い は あ る が ，

い ずれ も顔 や ス タイ ル が 良 くな い こ と を考 えな い よう

に し よ う と し て い る行動 で あ る と考え ら れ る 。 そ こで ，

第 4因 子 を 「気 晴 らし」 と命名 した。第 5因子 は， 8

E 「そ の ま ま放 っ て お く」 〔．87）， 32E 「そ の まま に し

てお く」（．82）な ど ， ほ とん ど が E 「放置」 の 項 目で 構

成さ れ て い る 。 顔や ス タイ ル が良 くな い と思 っ て も，

顔 や ス タイル に 対 し
， 特別 な こ と は せ ず に ，そ の ま ま

に して お く行動で あ る と考 え られ るため ， 第 5 因子 を

「放置」と命名 した。第 6 因子 は．34G 「はげ ま し の

言葉を か けて も ら う」（．92）， 23G 「誰か に な ぐさ め て

もらう」 （．86） な ど，す べ て G 「賞賛 ・承 認希求」 の 項

日で 構成 さ れ て い た 。 他者か ら誉め て も らっ た り ， 認

め て もらお う と す る行動で ある と考え ら れ る た め ，第

6 因子 を 「賞賛 ・承認希求」 と命名 した。第 7因 子 は ，

36B 「勉強な ど で顔や ス タイ ル が良 くな い の を補お う

とす る」（．73）， 5B 「勉強や運動 な ど 他 の と こ ろ で 努力

す る」 （．70）の よ う に ， す べ て B 「代理 補償」の 項 目で

構成 さ れ て い た。勉強や運動，性格な ど容姿 ・容貌 と

は 異 な る領域で 努力 し よ うとす る 行動 で あ る と考 え ら

れ る た め ， 第 7 因子 を 「代 理補 償」 と命名 し た 。

　感 情項 目 お よ び反応行 動項 目 の 因子分 析 に お い て ，

2 つ 以 上 の 因子 に ．40 以上 の 負荷 量 を示 し て い る 項 目

を除 き， 各 因子 に ．40 以 上 の 負荷 量 を 示 し た 項 目 の a

係数 を算 出 した と こ ろ ，．67〜．97 と ， F分 な 内的
一

貫

性が確認 さ れた た め ， 各 因子 に ．40 以 上 の 負荷量 を 示

した項 目の 平 均 を算出 して ， 各得点 と し た （第 1 因 子 「不

満感 情」の 得点 を，不 満 感 情 得 点 と呼 ぶ こ と と し．第 2 因子 以 降 も

［司様 と す る ）。 な お ， 自己肯定感情得 点 は ， 得点 が 高 い ほ

ど
， 自身 を肯定 して い る こ と を表す よ う に得点化 し た 。

　感情得点 と反応行動得点の重回帰分析　そ れ ぞれ の

反応行動が ど の 感情 に よっ て 生起して い る か を検討 す

る た め ， 感情得点 6得点を説明変数 と し ， 反応行動得

点 7 得点 を従属変数 と して ， 各学校段階 ご と に 重 回 帰

分析 （Xt ッ プ ワ イ rt
’
法） を行 っ た （Tablc ・・t）。 β＞ 1，251を

目安 に ，重 回帰分析 の 結果 を み る と， 中学生 ， 高校生 ，

大学生 の い ずれ に お い て も ， 直接的努力得点 と憧憬感

情 得点 と の 間に 関連が み られ た。また ， 他者攻 撃得点

や 賞賛 ・承認 希求得点 と は敵意感情得点が 関連 して お

り， 気晴 ら し得点 と は 不満感情得点 が 関連 して い た。

放置得点 と代 理補償得点 と は 悲哀感情得点 と 自己肯定

感情得点が 関連 して い た 。 他者回避得点 に つ い て は，

中学生 と高校 生 で は不満感情得点 と関連 して い たが ，

大学生に お い て は悲哀感情得点との 関連がみ られた。

こ の こ とか ら， どの 学校段階 に お い て も，他者回避を

の ぞ い て，特定の 感情 と特定 の 反応行動 の 結 び つ き が

読み 取 れ る。

　 こ れ ら以 外に ， 直接的努力得点は，高校生 に お い て

不満感情得点 と の 関連がみ られ，大学 生 で は悲 哀感情

得点との 関連 が み られた、、他者攻撃得点は ， 中学生 に

お い て 不満感情得点 と の 関連が み られた。気晴 らし得

点 は ， 大 学生 に お い て 自責感情得点 と の 関連が み られ ，

賞 賛 ・承認 希求得点 は，中学 生 と 高校 生 に お い て 不満

感情得 点 との 関連が み られ た。

考 察

青年期に おける容姿 ・ 容貌 に対する劣性を認知 した と

きの 反応行動

　青年期 に お け る劣等感の 反応行動 を分類す る こ とが，

本研究 の 第 1 の ［的 で あ っ た。反応行動項 目の 因子分

析の結果 ， 青年期 に おけ る容姿 ・容貌 に対す る劣性 を

認知 し た と き の 反 応行動 は， 7種類 に 分類 さ れ た 。 そ

して ， 7 種類 の 反応行動す べ て が，い ずれ か の 学校段

階 に お い て ， 劣等感の 具体的感情で あ る不満感 情 ， 悲

哀感情 ， 敵意感情 ， 自責感情 と関連 し て い た こ とか ら 、

本研究で 得 られ た 7種類の 反応行動 は ， 容姿 ・容貌 に

対す る劣等感 の 反応行動 で あ る と言え る で あ ろ う。

　 「劣等感を も つ こ と は 当人 に と っ て 苦 し み で あ る。そ

の た め 何 と か こ れ か ら脱 した い と考 え ，
こ れ が 向上 へ

の 努力 に な り駆動 力 に な る 二 とが あ る 」 （詫 摩．エ986）や

「劣等感 の 補償作用 と し て
， 自己否定 ど こ ろ か ，極 め

て 建設的な行動 パ タ
ー

ン が とられ る場 合」（深谷，1975 ）

が あ る と い う指摘 が あ る が，本研究 で み られ た 「直接

的努力 」や 「代理 補償」は
， 劣等感 が 「向上 へ の 努力」
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Table　3　反応行動項 目の因子分析結果 （最 尤法 ・Promax 回転後）

項 目内容 Fl　 F2　 F3　 F4　 F5　 F6　 F7 ： Jz2　 平均 （標準偏 差 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1
第 1 因 子 「他 者 回避」

6M ：た くさ ん の ．人 が い る場 所 を 避 け る

10L ： 国立 た な い よ うに 振 舞う

42L ：入 か ら見 られ な い よ うに お とな し くす る

27M ； で き る だ け
一

人 で い る よ うに す る

31L ：人 前で は で き る だ け 下を 向 く

50L ： 凵立 た ない 髪型 や 服 装 をす る

47M ：人 とな らん で 歩 か ない ように す る

45M ：顏 やス タイ ル が 良 い 人が い る と こ ろ を避 ける

39C ： 自分 の 顔 や ス タ イル を見 な い よ うに す る

第 2 因子 「直接的 努力」

2SA ：顔や ス タ イル が良 くな りそ うな方法 を試 す

19F ；顔や ス タイ ル が良い 人を 目標 ・見本 に す る

41A ：顔や ス タイ ル が良 く見え る ような工 夫をす る

lA ： ス タ イル を良 くす る た め に ダ イエ ッ トや運 動 をす る

5］ F ；頗 や ス タ イル が 良 い 人 か ら ア ドバ イ ス を もら う

3F ：顔や ス タ イル が 良い 人 の 服装や 髪型 を 真似す る

40F ：顔 や ス タ イ ル に つ い て 誰か に相談す る

11　A ；髪型 や 服装 を変 え る

21H ： 自分の顔や ス タイル をネ タ に して 笑わ せ る

第 3因子 「他者攻撃 」

43K ：他の 人 を 低 く評価す る

・18J ：顔 やス タ イ ル が 良い 人の 悪 L」を言 う

：35　J　：彦頁や ス タ イ アレカ1良Lli丿＼t・1冷 た く
一D
一
る

26K ：他の 人 を見
．
トす

4J ：人 に意 地悪 をす る

29K ：自分 よ りも顔 や ス タ イル が 艮 くな い 人 を見 て安 心 す る

17J ：誰 か に八 つ 当た りす る

7K ：自分よ りも顔や ス タ イ ル が 良 くな い 人 と くら べ る

9C ：自分の 顔や ス タ イル は 悪 くな い と思 い 込 む

第 4 因子 「気晴 ら し」

241 ．友だ ち と一緒 に い る よ うに す る

38 ⊥ ：必 ず誰 か の そ ば に い る よ うに す る

25D ：気 に しな い た め に テ レ ビ や映 画 を観 る

13 ⊥ ：積 極 的 に人 の 輪 の 中 に 人 る

37H ；明 る く振舞 う

2D ：音楽 を聴 い て ご まか す

44D ：気晴 ら しに マ ン ガや 雑誌 を読 む

331 ：顔や ス タ イル が 良 い 人 と
一

緒 に 行 動 する

5ZH ：人 前で NiZ つ よ う な 行動 を す る

15H ：人 か ら 注口さ れ る よ う な 服装や 行動 を す る

第 5 因 子 「放置 」

8E ：そ の ま ま放 っ て お く

32E ：そ の ま まに して お く

14E ：ど う す る こ と もで きな い とあ き ら め る

2ZE ：今の ま ま で 我慢す る

49C ：

2〔lC ：顔 やス タイル は重要 で は な い と思 い 込 む

第 6因 子 「賞賛 ・承認 希 求」

34G 二 はげ ま しの 言葉 をか けて もら う

23G ：誰 か に な ぐさ め て もら う

46G ：

12G ：誰 か に 自分の 顔 や ス タ イル を ほ め て も ら う

第 7 因 子 「代理 補償」

36B ：

5B ：勉 強や 運動 な ど他 の と こ ろ で 努力 す る

3eB ：顔や ス タ イ ル 以外 でア ピール す る

18B ： 自分の 内面 （性格｝を良 くす る

16D ：や け 食い を す る
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2．84（1、IS）
2．46（］．2り）
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1．7？，（1．06）

得点間相関 〔左 下）＼閃
．
广間 相関 （右上 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 他者回 避
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 直 接的 努 力

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 他．者攻撃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 気晴 ら し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 放置
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　賞 賛

・
承 認希 求

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代理 補償

回避 　努 力　 攻 撃　気 晴 　放 置　 賞贊 　代 理 ：

．25
．5U
．3e
．28
．29
．20

、24

．34
．49
−、09
．47
．46

．43
、39

．37
．14
，53
．23

．23
、52
．45

．12
，44
．51

．34
．  1
．25
．2U291

⊥

．29
．49
．57
．45
．18

．36

．02 …
・491
，321
，5U
・25i
．34 ：

　 − 1

1、S9（〔，，ア4）
2．56 （〔）．9U｝
1．62ω．63）
2．48 （1〕．s6）
2．78（0，97）
L．69〔口．77＞
2．58〔0，Y2）

a ｝項 目番 号 後 ろ の ア ル フ ァ ベ ッ トは 予備調査か ら得 ら れた 分類 を表 して い る ：双直接 的 髣力 ， B 代 理補 償，　C 回避的思考，　D 気晴ら し，
　　　 各 因 子 への 負荷量 が ．40 以 上 の 項 目の α 係 数 　 　 　 　 ．S8

　E 放 躍，F 他者依拠，　 G 賞賛 。承 認 希 求，　 H 注 H希 求， 1 他者接近，
b ＞各 因 子に 対 し ．40 以 上 の 負 荷量 を太 枠 で 囲 っ た 、
⇔ 記 載 さ れ て い る 得点間相 関 は す べ て 5 ％水準 で 有 意 で あ る。

．S8　　 ．85　　 ．83　　 ．81　　 ．8ア　　 、77 ’l

J他者攻撃，K 下方比較，　 L 汗 目回避 T

．
　 M 他者 図避
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Table　4　各学校段階に お ける感情 得点を説 明変数 ， 反応行動得点 を従属変数 と し た 重回帰分析

　 　 　 　 直 接 的
他 者回避　 　 　 　 　 　 　 　 他者 攻撃
　 　 　 　 　 努力

気晴 ら し　　放 置
賞賛 ・承認

　 　 　 代 理 補償
希求

蠶
宰燵
生
　 憧憬

　　自責

　 　 RZ

圃 匣 ］ 鵜 蟹 鏤 　　　　［互蛭コ
　

ー
　　　　　　　 i嚢　 飜1，　　

一

．22芋’　 嬲 譱縮 ≡

匸
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熈
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　　　　　　　　　　　　一．23ss
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3紐 驥

．19宰
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．20”’

　 不満

　 悲 哀

　 1敢意
高
校 　肯定
生
　 憧憬

　一．瞳

　　
Rl

、

囲 ［：亜ヨ

響

，17籾

　　　薫醗 難

　 　 　 　 　 　 　 　 竈雛 　…膝

｛1曇覊 難 …　　　　　　　　　　一＿17寧
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囲
　

一
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．17＊s

　　 ，灘 　 謝 i

．33＊＊＊　　　．30e＊s

　　　．47＊＊t’
　　　．19ホホホ　　　コ9

＊＊ ＊

　　　　，28
±串＊ ．13＊’＊

　 不満

　 悲哀

　 敵 意
大
学 　肯定
生
　 憧憬

　 　自責

　 　 RZ

匚更 ］匚歪 コ
撰　　＿壅

．34＊＊＃　　　．4  ＊ ”

　　　　．39＊ ＊ ＊

綴遘 彎鞍

盞繍 　蕪

・i藩 継 躯

．19．　i

驪 覊 1

、礁 　野

団

．38＊ ＊ 零

　　　　，24 ＊唇卞

　　　　．35v串 ＊

　　　　　．19“ ‡ ネ

a ＞β♪ 1、251 の 値 を太 線枠 で 囲 っ た 。ま た，す べ て の 学校段 階 で β＞ 1．25 ．の 値が み ら れ

た 部分に は網掛け を し た。
b ）

’P＜ ．05，　”／）＜ ．01，　”’Pく ，OOI

とな っ た反応行動で あ り ， Adler（1932 な ど）が 概念化 し

た 「補償」や 「代理補償 」に相 当する と考えられ る。

容姿 ・容貌の 劣性に 対 し ， 容姿 ・容貌 自体 を改善 しよ

う と 努力 し た り， 容姿 ・容貌 の 劣性 を 補 う た め に ，学

業や性格 ， ス ポーツ な ど異 な る領域 で努力した りす る

こ と で あ る。

　
一

方 ， 「他者回避」， 「他者攻撃 」，「気晴 らし」，「放置 」

と い う 反応行動 も確認 さ れ た 。 ［他者回 避」は ， Walli11

（ユ949）が逃避 反応 と述 べ た もの に相当 し ， 「白分 が なん

ら か の 点 で 劣 っ て い る こ と を意識 して ， と くに 他人 の

前 で は 自己表現 を す る こ と を せ ず，自分 を抑制 し が ら」

（返 田 ，1986） な反応行動 で あ る。「他者 「司避」 に 対 して ，

1他者攻撃 」は ， 他者，特 に 自分 よ りも容姿 ・容 貌が

優 れ て い る 者 に 対 して ，攻撃的な行動 を と る 反応 で あ

る。宮城 （1979） は ，周 囲 に 当 り散 らす こ と に よ っ て 劣

等感 を補償 し よ う と す る 「運動暴発的補償」や ， そ れ

を土台 と し て ，意識的，意志 的 に 暴力で威嚇 し よ う と

す る ［攻撃 的補償」 を挙 げて い る が ， 「他者攻撃」 は ，

こ の 「運動暴 発 的補 償」 や 「攻撃的補償」に相当す る

もの で あ ろ う。Adler（1932 な ど ）は，劣等感が 非行 を引

き起 こ す原 因とな りうる こ とを指摘 して い る が ， 「他者

攻 撃」は こ の指摘 と関連 す る もの で あ る と考え ら れ る 。

1気晴 ら し」 は，筒井 （1975 ）が 補償 行動 の ひ と つ と し

て 挙 げた 「当面 の事柄 と関係 な い 気晴 らしに夢中に な

る 」 こ と に 相当す る。因 子 分析で 負荷量 の 高 か っ た 項

日を み る と，こ れ まで 指摘 さ れ て きた 「空想 へ の 逃避 」

眼 本，1997な ど）に よ る 気晴 らし と い うよりも， 友だ ち

と の関わ りや趣味な ど現実的で楽 しい 行動 をす る こ と

に よ っ て ，容姿
・
容 貌 の 劣性 を 認知 し な い よ う に し て

い る行動 で あ る と考 え られ る 。 こ れ ら に 「放置」 を加

えた 4種類 の 反応行 動 に つ い て ， 小笠原 ・甲村 （1999）

の 調査 で は ， こ れ ら 4 種類に相当す る対処行動 は い ず

れ も 「効果が な か っ た」 と評価さ れ て い る こ とか ら ，

こ れ らの よ う な 反 応行動 を 示 す青年 に は ， 何 らか の 指

導や支援が必要 に な っ て くる で あ ろ う。

　 他者 か らの 支援 を求 め る 行動 と して 「賞賛 ・承認希

求」が み られ た 。 劣等感 を抱 く児童 ・青年 に 対 す る指

導や 支援 と し て ， 「賞賛 す る こ と」仙 本，1957）や 「子 ど
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もの 現実の 姿を肯定的に評価 す る こ と」（野 田，1997 ） な

どが指摘 さ れ て お り， また ， Hauck （1997｝は劣等感の

克服 法 と し て ，「自分 を尊敬 し て く れ る人 を み っ け る こ

と」 〔make 　people 　respect 　you ） を挙 げて い る。容姿
・容

貌の 劣性 に よ り劣等感 を感 じ ， 自己評価 が 低 下 して い

る青年に と っ て は ， 他者か らの 賞賛や 受容は ， 劣等感

を克服 す る上 で 重要 で あ り， それ は，劣等感 を抱 い て

い る青年 も求め て い る こ とで あ ろ う。劣等感 を抱 い て

い る青乍が発す る賞賛 ・承認 希求 を敏感 に 捉 える こ と

が ，劣等感を抱 く青年の指導や 支援に お い て 必 要な こ

とで ある と考 え られ る。

青年期に おける容姿 ・容貌 に対す る劣性を認知 した と

きに生 じる感情 と反応行動 との 関連

　学校 段 階別 に 重 圓帰分析 を行 っ た 結果， ど の 学校段

階に お い て も ， あ る 反応行動が特定 の 感情 と結びつ い

て い る こ とが明 らか と な っ た。まず，憧憬感惰 と直接

的努力 と の 関連が み られ た 。 Neu （1980 ）は ， 妬み を憧

憬 的妬み （aClmiring 　envy ） と悪意的妬み （malicious 　envy ）

に分類 し ， 憧憬的妬み は ， 優れた他 者 の よ うに なる ま

で 自分 を高め よ う と望む感情で あ る と し て い る。 憧憬

感情 と直 接的努力 の 関連 が 示 され た こ と は，Neuq980 ）

の指摘 を踏ま え る と ， 妥 当 な 結果で あ る と言 え よ う。

つ ま り，他者 に 憧れる気持 ちが ，容姿 ・容貌 の 改善に

向け た努力 へ と つ な が る の で あ る 。 次 に ， 敵 意感情 は

他者攻撃 と賞賛・
承認希求 と関連が み られ た 。 「攻撃反

応 を誘 起す る情 動 は，ふ つ う，怒 りや 憎 しみ」 怯 渕，

1993＞で ある と言われ る よ うに ， 他者へ の敵意的な感情

が 攻撃行動 を引き起 こ す こ と は，十分 に 理解 さ れ る結

果 で あ る と考 え ら れ る。一一
方 で ， 敵意感情 は他者か ら

の 賞賛 や 承認 を求 め る行動 と も関連 を示 し た 。 山本

q957） は 「（劣 等感 に 対 して ） 攻 撃的反応 を示 す もの で
，

劣等感 の克服に真正面 か ら取 り組ん で い る も の に対 し

て の 激励 と賞賛 は い っ そ う効果的 で あ る」 と述べ て い

る が
，

こ れ は ， 攻撃的反応 を示す者 に
， 他者か らの 賞

賛や 承 認 を求め る 気持ち があ る か ら で あ ろ う 。 こ こ か

ら，敵意感情は，他者を攻撃す る こ と で 強 い 自分 を他

者に 認 め て も らお うとす る動機を も っ た感情 で ある と

考え られ る。 3 点目 と し て ，不満感情 と気晴 らし と の

関連 が み ら れ た。顔 や ス タイル が 人 よ り も良 くな い こ

と に 納得は で き な い が ， ど うす る こ と もで きな い と考

え る た め に ， 顔や ス タ イ ル が 良 くな い こ と を考 えず に

す む よ うな 気晴 ら し 行 動 が 生 じ る の だ と 考 え られ る。

こ こ か ら， 気晴 ら し は劣等感を感 じ な い よ うに す る た

めの
一

つ の 適応 的 な行動 で あ る と言 え る か も しれ な い 。

4 点 目 と し て ，悲 哀感情 と 自己 肯定 感情 は ， と も に 放

置 と代理補償 と関連 し て い た 。Malatesta ＆ Wi ！s‘）n

（1988）は悲 しみ の 先行条件 と し て 効力感の欠如を挙げ

て お り ， 塙 ・小松 伽 0の も 「自分 の力不足 を知 り，ど

う に も な ら な い と気づ くこ とで 悲 し み を経験 す る の か

もしれ な い 」 と述 べ て い る 。 これ らか ら ， 悲哀感情は ．

い くつ もの 改善方法を試み て も， 顔や ス タイ ル が 良 く

な らず ， 自分の 努力で は改善す る こ と が で き な い こ と

が明 らか とな っ た こ と に よ っ て 生 じ る感情 で あ る と考

えられ る 。 ど ん な 方法を用 い て も顔や ス タ イ ル が改善

で き な い た め ， 顔や ス タイ ル に 対 して は何も し な い が，

そ の 代わ り ， 別の領域 に お い て顔や ス タ イ ル が良 くな

い こ と を補お う と し て い る の で あ ろ う 。 Frijda〔1986）

は ， 満足 と活動 し な い と い う行動 との 間の 関連 を示 し

て い るが ，自分 の 顔や ス タ イ ル を受け 入 れ て い る か ら

こ そ ， 顔 や ス タイ ル に 対 し て は何 も し な い の で あ ろ う。

しか し， 自己 肯定感情 は代理補償 と も関連 し て い た こ

と か ら ，
Frijda（1986）が 示 した よ うに，満足 した か ら

活動を し な くな る と い う こ とで は な く， 顔や ス タ イ ル

を受 け入 れ る こ とが で き て い る こ と が，他の 領域 に対

す る動機 づ け を も た せ る出発点に な っ て い る と考え ら

れ る。 こ の よ う に ，悲哀感情は，自分で は容姿 ・容貌

を ど うす る こ と もで き な い た め に 容姿 ・容貌 を放 置 し，

他の 領域で努力し よ う と す る感情で あ る の に対 し ， 自

己 肯定感 情 は す で に 自身の 容姿 ・容貌 に 満足 して い る

た め に 容姿 ・容貌を放置 し ， 他の領域 へ 働 き か け よ う

と して い る感情 で ある と考え られ る。こ の よ うな悲哀

感情 と自己肯定感情の働 き の違 い に つ い て は ， 今後さ

らな る検討 が 必要 で あ ろ う。最後 に
， 他者回避 とは ，

中学生 や 高校生 で は不満感情が関連 し ， 大学生 で は悲

哀感情 が 関連 し て い た 。 中学生 や高校 生で は ， 他者 と

近 づ く こ と に よ り ， 自分 の 顔 や ス タ イ ル が良 く な い こ

と を再認識 し て し ま うた め に ， 不満感情 と他者回避が

関連 し，大学生 に な る と，す で に どうす る こ ともで き

な い と い う失望が ， 他者 との 関わ りか ら遠ざけ るの で

あ ろ う。

本研究の 問題点 と今後の 課 題

　本研究の結果 ， 容姿 ・容貌に 対す る劣等感の 具体的

感情 と反応行動 と の 間に特定の 結び っ き が あ る こ とが

確認 さ れ た 。 青年が 容 姿 ・
容貌 に 対 す る 劣性 の 認知 に

よ っ て どの よ うな感情 を感 じ て い る か に よ っ て 反応行

動 が 異 な る こ とが 示 さ れ ，
こ れ に よ り ， 教 師や ス クー

ル カ ウ ン セ ラ
ー

の よ うな劣等感 を抱 い て い る青年 に 関

わる者が，反応行 動 か ら青年が感 じ て い る 劣等感 の 具

体的感情 を推測 す る こ と が で き る よ う に な る と と も に ，

推 測 さ れ た 劣 等感 の 具体的感情 に よ っ て
， 青年に対す
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る対応や サ ポ ー トを使 い 分け る た め の 資料 と な りう る

と考え る
4
。

　
…

方 ， 本研究の 問題点 と し て ， 各得点 の 低 さが 挙 げ

られ る 。 感情 項 目や反応行動項 目の 多 くは ， 2点台 で

あ り， 1 点台 も散 見 さ れ る 。
こ れ は ， 容姿 ・

容貌 に 対

す る劣等感 を非常 に 強 く感じ て い た り， ある反応行動

をか な りな頻 度 で 行 っ て い る
一

部 の 青年が い る
一

方，

多 くの 青年は ， 普段 の 生活の 中で ， それ ほ ど強 く劣等

感を感 じ る こ と もな く，また反応行動 もほ とん どして

い な い と考え られ る た め で あ ろ う。 本研究で は， こ の

よ う に強 く劣等感 を感 じ て い る青年 と， それ ほ ど強 く

感 じて は い な い 青年 と を区別す る こ と な く，全体的な

傾向 を把握す る こ と を目的 と して 検 討 を行 っ た。今後

は，特 に 強 く劣 等感 を感 じて い る青年を取 り上 げて，

本研究の 結果 を再検討 す る必要 が あろう。

　また，本研 究で は容 姿 ・容貌 に対す る 劣性を取 り ヒ

げた 。 し か し ， 劣等感 に っ い て は ， 学業や性格 ， 運動

能力 ，友人関係 や異 1生関係 な ど多様 な要閃が指摘 され

て い る 哂 平，1964 ；高坂 2〔｝。8 な ど〉。 本研究で 得 ら れ た

結果 は，どの 要因 に 対 し て も
一

貰 して 言 える こ とな の

か
， そ れ と も ， 要因に よ っ て 感情 と反 応行動 の結び っ

きが 異な る の か は検討す る必要が あろ う。

　 さら に ， 本研究 で は ， 感情 と反応行動 との 関連 に っ

い て検討し ， 特定の 感情 と反応 行動 と の 結 び つ きを明

らか に した ，こ れ に よ り， 従来 ， 列挙 され る だけ で あ っ

た 反 応行動 の 生起 の メ カ ニ ズ ム の
一

端 を解明 で き た と

考 え る。本研究 で は ， 中学生，高校生 ， 大学生 に 共通

に み られ る感情 と反 応行動 との 結 びつ き に注 F1し て考

察 を行 っ たが
， 学校段 階ご と で 独自の 結び つ きもみ ら

れた。 こ の ような各学校段 階独 自 の 結 び つ きが どの よ

う な 発達的意味を もっ か に つ い て は ， 本研究だ けで は

十分 に 理解す る こ と は で きず．さ らなる検討 が 必 要 で

あ る。ま た，劣性の認知 に よ っ て 生 じ る反 応行動 の違

い に っ い て は検討 した が ，劣性 の 認知 に よ っ て 生 じ る

感情 の 違 い が な ぜ 生 じ る の か に つ い て は ， 検討 し な

か っ た 。 澤田
・
新 井 ｛2002 ） は ， 妬 み 状況 に お け る 対処

方略 の 選択 に，領域重要度や 獲得可能性が関連 し て い

る こ と を 示 し て い る。領域 重 要度や 獲 得 可 能性 体 研 究

に 置 き換 え る と，顔 や ス タ イ ル を 改善 で き る 可能 性 ）が
， 生 じ る

感情に 影 響を与 え て い る 可能性 は ， 十分 に 考 え られ る。

各学校段 階独 自 の 結び つ き の 発達 的意 味 を理解 す る、ヒ

で も ， 今後 ， 感情 の 生起 に 関わ る 要因を含 め る こ とで
，

“
　 本研 究 結果 につ い て ，調 査対 象 と な っ た 中学校 及 び 高校 の 学

　校艮．教頭，生徒指 導主 事等 に 著 者自身 か ら直 接 口頭 に て 伝 え

　 られ た。ま た，学 級但 任等 へ は，紙而 に て 結 果 が 報告 さ れ た 。

劣性を認知 し， 感情が生 じ， そ れ に対 し て 反応行動が

生起 さ れ る とい う
一

連の過程 を明 らか に す る こ とが必

要 で あ ろ う。
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Feelings and  Reactive Behavior Genevated by Seij-Recognized

              InLferiordy in APPeavance in Adolescents
       }'ASL,,wnsu K05}IKA rl]XFV17'UTII OF  CO,Tilli?EllEA,Si;･X ff[,l･TfAA, SCilrNCE, YIS[JKLBA C.CN,IL-Ele.WI･Y')

                JC4RflAEslr  Jit)LIRAMJ. oF  EDvcATIobull. k'ycHoLocy,  2009, 57, J-J2

  Thc  present study  investigated relationships  between feelings and  reactive  behaviors ef  adolescents  and

young  adults  about  inferiority in their appearance.  The participants, junior high schoo]  students  (7ih, 8`h,

and  9`h grades  ; N=207  ; average  age,  13,l6), senior  high school  students  (N =188  ; ax,erage  age,  15.72), and

university  students  (N 
=15e

 ; avcrage  age,  20.33), completed  a questionnaire about  recognition  of  inferiority

in their appearance,  related  feelings, and  related  reactiN,e  behavior. Factor analysis  of  the iteins on  related

feelings resulted  in the extraction  of  6 factors : dissatisfactory feelings, sad  feelings, hostile fee]ings, selfJ
affirmative  feelings, },earning fee]ings, and  self-reproach  feelings, Factor analysis  of  the items  on  reactive

behavioTs resulted  in the extraction  of 7 factors : evasion  of others,  djrect efforts,  aggression  teward  others,

pastime,  neglect,  desire for approval  from ethers,  and  vicarieus  compensation.  In all age  groups, direct

efforts  were  related  to yearning  fee]ings ; aggression  toward  others  and  desire for approval  from  others  "'ere

related  to hostile feelings ; pastinie was  related  to dissatisfactory feelings ; and  neglect  and  vicarious

compensation  w･ere  related  to  sad  feelings and  self-affirmative  feelings.

   Key  Words  : inferiority･ feelings about  one's  appearance,  reactive  behavior, adolescents,  young  adults
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