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中学生 の 過剰適応 と学校適応 の 包括 的 な プ ロ セ ス に 関す る研究

個人 内要 因 と し て の 気質 と環境要因 と し て の 養育態度の影響 の観点 か ら

石 　津 　憲
一

郎
＊

安　保 　英　勇
＊ ＊

　過剰適応は い わ ゆ る 「よ い 子 」 に特徴 的 な 自己 抑制的 な 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 て い る。 こ れ まで こ の 2 つ の高次 因子 は 並列的 に捉

え られ て きたが ，内的側面 は具体 的 な行動 を生起 させ る要因 として 想 定す る こ とが で き る 。 そ こ で本研

究で は ， 幼少時の 気質 と養育者の 態度を含め ， 因子間の関連性 を再検討す る こ と を第 1 の 目的 と し，過

剰適応の観点を含め た包括的な学校適応 の モ デル の 構築を第 2 の 目的 とした 。 1，e25組の 中学生 とそ の

母親を対象に した調査 の結果，養育態度 や気質 か ら影響を受 け た 「内的側面」に よ っ て 「外的側面」が

生起す る モ デル の 適合度が 相対的に高 い こ と が 示 さ れ た 。 また ， 過剰適応の内的側面 であ る 「自己不全

感」や 「自己抑制 」が 「友人適応」や 「勉強適応 」に負の影響 を与 え る
一

方で ， 「自己 不全感」や 「自己

抑制」が 過剰適応の 外的側面に 繋が っ た 場合に は ， 外的側面は そ れ ら の 適応を支え る べ く作用 して い た

が ， 抑 うつ 傾向に は影響を与 えて い なか っ た 。 個人 が 過剰適応す る こ とで 社会文化的 に は適応 して い く

可能性 が あ る が ，心理身体 レ ベ ル で の 適応 と は 乖 離 が な さ れ て い くこ とが 想定 され る。
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問題 と 目的

　Jones＆ Berglas （1978 ） は ， オ ーバ ーア チ ーバ ーは ，

両親か らの承認が得 ら れ る か否か は ， 自らの 功績次第

で ある と信 じて い る と指摘 した。つ ま り， オ
ーバ ー

ア

チ ーバ ーは ， 功績の 基盤 と な る才能や 能力 よ りも目に

見 える形で の功績そ の もの に価値を置 く こ と と な る。

　 こ れ ま で オーバ ーアチーバ ーは ， 客観的な功績の観

点か ら定義さ れ て き たが ， 客観的な功績をあげな くと

も両親か ら の 承認 を得る た め過剰な努力は な さ れ る場

合 が あ る と考 え られ る た め，Oleson，　 Poehlmann
，

Yost，　Lynch，＆ Arkin （2000） は 「生 来の 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
“
subjective

”
な オ ーバ ーア チ ーバ ーと命

名 し て い る。

　石津 ・安保 （2008）は こ の subjective 　overachievement

の類似概念 と して，本邦に お ける過剰適応を取 り上げ，

その構造を検討 した 。 そ の 結果 ， 過剰適応は い わ ゆ る

「よ い 子」に特徴的な 自己抑制的な性格特性か 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 て い る。

　 と こ ろ で ，個 人 の subjective 　overachievement 傾 向

を測定 す る尺度 で あ る Subjective　 Overachievement

Scale（SOS ） に は 「自己不信 （self　d。ubt ）」 と 「功績 へ

の 懸念 （concern 　with 　perf ・ rmance ）」の 2 つ の 下位尺度が

設定され て い る （Oles・ n 　 et 　 al．，　 2000）。「自己不信」因子

に は
“

しば しば ， 私は 自分 の 能力 に 自信が な くな っ て

しま う　（More 　often 　than　not 　1　feel　unsure 　of 　my 　abilities ．）
”

や
“

どうして 自分が う まくい っ た の か ， 時 々 わ か らな

くな っ て しまう感じがする （Sometirnes　1　feel　that 　1　don’t

know　why 　I　have　succeeded 　at　something ）
”

と い っ た項 目

が あ る
1
。ま た，「功績 へ の 懸念1因 子 に は

“

失敗 は 受 け

入れ られな い （Failure　is　unacceptable 　to　me ，）
”

や
“
自分

がす る こ と全て に成功す る こ と は大切な こ と だ と思う

（lt　is　irnportant 　that　I　succeed 　in　all　that　I　do．）
”

と い っ た

項目が あ る 。 こ の よ う に ， SOS で は個 人 の 特性 的な内

面や価値観を表 す項 目の 観点 か ら尺度が作成 さ れ て い

る が
， 功績を あげ る た め に 個人 が ど の よ うな努力 を行

うの か と い っ た具体的な行動 レ ベ ル の因子 は設定 され

て お らず ，
こ の 点に お い て石津 ・ 安保 （2008 ） に よる過

剰適応尺 度の 因子 構造 と は相 違が あ る
2
。し か し ，

Oleson　et 　al ．（2000）は SOS の 「自己不 信」は様々 な コ ー

ピ ン グ方略 や個人 の 行動の 起 因と な る こ と を想定 し ，
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1

　 Subjective　Overachievement　Scaleは 邦訳 され て い な い た

　 め，こ こで は 原文 を載せ る こ と とした。
2
　 また， 過 剰適応 は業績 だ け で は な く社会 集団 へ の順応の た め

　の 過剰 な 適応 努力 を含 ん で い る （石 津 ・安保，2008）e
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ま た 「功績へ の 懸念」 は実際 に 達成動機 と強 い 関連性

を持 つ こ と を 示 し て い る。し た が っ て ，SOS に み ら れ

る因子 は具体的 な行動を生起 させ る 要因 として 想 定す

る こ と が で き る 。

　上述 したよ う に ， 本邦に おけ る過剰適応尺度 に は ，

内面的な特性 を示す因子群 と ， 他者志向的な個人の 行

動か ら捉 え られ る因子群 の， 2 つ の 高次因子 が設定 さ

れ て い る が ， 01eson　et　al ．（200 ） が示 した上述 の 想 定

を踏 ま え た 場合， こ れ ら の 因 子 ど う し は 並列 的 な 関 係

と い う よ り は ， 直列 的な関係 と し て 捉 え直 さ れ る 可 能

性が ある。す な わ ち ，過剰適応尺度 は，そ の 内的側面

が一
次的反応 で あ り，

そ の
一

次的 反応 を踏 ま え た 上 で

：二次的反応 で あ る 適応 方略 として の 外 的側 面が生起 す

る と想定す る こ と が で き る 。
こ う し た 下位 尺度問の 二

次的反応 を想 定 し た研 究 に は 岡 田 （2002 ）が あげ られ

る。岡田 （2002） は，ス トレ ス 反応 を 「不安」や 「怒 り」

と い っ た
一

次的反応 で あ る情動反応 と ， 情動反応 を介

し て 「引き こ も り」や 「依存」 と い っ た 二 次的反応が

引 き起 こ さ れ る と い う仮説 モ デ ル を作成 し た 。 そ し て ，

ス トレ ッ サ ーの ス ト レ ス 反応 に 対 す る 効果 を構造方程

式 モ デ ル に よ っ て検討 し て い る 。

　本研 究 に お い て ，

一次的反応 と仮定 さ れ る 過剰適応

の 内的側 面 に 影響 を与 える と想定 され る要 因 として は，

養育態度 と幼 少時の本人 の 気質の 2 つ の 要因を 設定す

る。Jones＆ Berglas （1978 ） は ， オ
ーバ ーア チ ーバ ー

の 多 くが 親 か らの 承認 を求め て い る こ と を指摘し て い

る 。 ま た ， 山川 （2001）は ， 「よい 子 」を作 り出す規定因

と し て
“

環境要因
”

，

“

性格特性要因
”

，

“

能力特性要因
”

の 3 要因をあげ，環境要因 の 中で は親 の 過干渉や 無関

心 とい っ た養育 態度 を想定 して い る
3。こ の よう に ，養

育態度 は過剰適応 傾向 に 影響 を与 え る 要因 として 設 定

で き る と思 わ れ る 。

　一方，個人 内要因 と し て の パ ーソ ナ リテ ィ は先 天的

な 『気質』 と後天 的 な 『性格』 の 相 互作用 で 規定 さ れ

る （Cloninger、　Svrakic，＆ Przybeck，1993） こ と を踏 まえ た

場合 ， 先天的な気質は思春期の 過剰適応傾 向を説明で

きる可能性 が あ る。た だ し， 気質 の 定義 に 関 し て は
，

研究者に よ っ て様々 で あ る 。 例 えば ， Ono，　Yoshimura，
Mizushima ，　Manki，　 Yagi，　Kanba，　 Nathan，＆ Asai

3
　 山川 （2000 の 研 究 に お け る 「よ い 子 」は，客 観的 な 適応度

　 も高 い 子 ど も を 対 象 と して い るた め 「能 力特性 要 因」を あげ て

　い る 。 しか し本研 究の 過剰適 応 は，客観 的 な 適応度 が 高 い か 否

　か で は な く，高 め よ う とす るか 否 か とい う
‘
subjeetive

’
な 側 面 を

　含 んで お り，「能 力 特性要 因」につ い て は，む しろ 後天 的 に 作用

　 し て くる もの と捉 え て い る。

（19Y9 ） は ， 新奇性 の 追求 ， 損害回避傾向，報酬依存，

行動 の 固着性 の 4次元 を提示 し て い る。一方，Kagan ，

Reznick，　Clarke，　Snidman，＆ Garcia−Coll（1984） は

気質 を
“
抑制的 か非抑制的 か 元来備 わ っ て い る 行動傾

向
”

と定義 して い る。 こ の よ うに 研究者に よ っ て気質

の定義は
一

様で は な い が ， 本研究で は気質を，「1 ．体

質 的な もの で ある　 2 ．乳児期 に 現れ ，あ る程 度 の 発

達的連続性 を持 っ 　 3 ．客観 的 に 判断 で きる個 人差 で

あ る 　 4 、環境 の 影響 を受 け て 変化 し うる 」 とい う水

野 （2DOI ）の 指摘を 踏 ま え た構成概念 と し て捉 え る こ と

と す る 。 過 剰適応は，内的な欲求を抑制 し つ つ ，外的

な 期待 や 要 求 に 応 え る 傾 向 と定義 さ れ る 。
1．5〜2 ．5 歳

の 時点 に お け る 行動的 な抑制傾 向は 7．5 歳 ま で の 時点

の 社会場 面 に お け る非活動性や 回避性 を 示 す こ と や

（Kagan ，　Reznick ，＆ Snidman ，1988 ）， 行 動的 な抑制傾 向

は 最 も安定性 の 高 い 気質的特性 の ひ と つ で あ る と い う

指摘 （Degnan ＆ F ・x ，2。07） を勘案し た場合 ， 幼少時 の

自己抑制的な 気質 と ， 自己抑制的な性格特性 を含み 主

張す る こ と な く受動的 に 環境 に 合わ せ よ う とす る 思春

期 の 過剰適応 に は連続 性が想定 さ れ う る 。 そ こ で ， 自

己抑制的な側面 を含む 過剰適応傾向に 影響 を与え る可

能性 の あ る気質 と し て ， 本研究で は 個人 の 抑制 ， 非抑

制傾 向 を用 い る こ ととす る。

　気質は 上記の 水野 〔2001＞の 述 べ る よ う に ， あ る程度

環境の 影響を受 けて変化し うるもの と考 えられ る 。 そ

の た め，ど の時点で の 気質 を測定する か が 研 究上 の 問

題 と な る。本研究で は ， 水野 （2001） の 指摘す る よ う

な ， 「客観的に判断で き る個人差」と い う点 と ， 環境か

ら の 影響が 少な い 可能な 限 り早 め の 時点 で の 気質を測

定 す る こ と を勘案 し，幼 稚園 （保 育園） の 時点 の 行動的

側面 か ら ， 保護者評定 に よ る 子 どもの気質 を測定す る

こ と と す る 。

　過剰適応の 因子間 の 関連 を検 討す る た め に ，本 研究

で は 以下 の 2 つ の モ デ ル を検討 す る。 1 つ 目は ，過剰

適応傾向者の 性格特徴 を記述 す る内的側面は ， 養育態

度 と気質の 影響を受け て 生起 し，適応方略で あ る外的

側面 は 内的側 面 か らも影響 を受 け生起す る とい う仮 説

モ デ ル で あ る階層モ デ ル （Figure　l） で あ る 。 そ して ，

こ の 階層 モ デ ル と ， 養育態度 と気質が過剰適応 の 内的

側面 と外 的側 面 の 両者 に 対 し平 行 に 影響 を与 え るとい

う並列 モ デ ル （Figure　2） との 比 較を行 い
， そ れ ぞ れ の

モ デ ル の 妥 当性 を検討す る 。 本研 究 で は ， 因子間 の 関

連性 を含め て過剰適応尺度の構造 を再検討す る こ と を

第 1 の 目的と す る。

　本研究 の 第 2 の 目的 は ， 過剰適応 の観点を含め た包
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　 　　 　　 　　 　　く二次贓 ＞

Figure　1　内的側面 が外的側 面 に 影響 を与 える仮説 モ

　 　　 　デル （階層 モ デ ル ）

Figure　2　内的側面が外的側面を説明しな い 仮説 モ デ

　 　 　 　 ル （並 列 モ デ ル ）

括的な学校適応 に 関す る モ デ ル の 構築 で あ る 。 石津 ・

安 保 （2008）は 過剰適応傾向が 学校適応感 と ス トレ ス 反

応 に与え る影響性 を検討 して い る が
， 過剰適 応 に影響

を与 え る要因を含め た よ り包括的な モ デル の必要性 を

述 べ て い る 。 岡村 （1998） に よ れ ば ， 児童期 ・思春期 の

悩 み は ， 個人 の 要因 と環境 の 要 因 と の 組み合わせ に

よ っ て 生 じ る 。 さ ら に悩み に伴 う， あ る い は そ れ 自体

が悩みで あ る不安や緊張 が 解決 も解消 もされ な い 場 合 ，

それ ら は習癖や心身症へ の 「身体化」や神経症等へ 「精

神化」 し た り ， 引 っ 込 み 思案や 引き こ も り ， 反抗や 攻

撃 と し て 「行動化」 す る こ と に な る 。 こ うし た 児童 ・

生徒 の 悩み をス トレ ス 反応 と して 捉え， ス トレ ス 反応

に作用す る要因 と し て ス ト レ ッ サ ーや個人 の コ ーピ ン

グ ， 環境 か らの サ ポートとい っ た変数 の 影響 性は学校

ス トレ ス研究 と し て 数多 く研究 さ れ ， ス ト レ ス マ ネ ジ

メ ン トや SSE （Social　Skill　Education ）と い っ た ， 集団単

位で実施可能な心理 教育的アプ ロ ーチ に応用 されて い

る 。

一方 ， 受動的に環境に合わ せ よ うとする過剰適応

と学校適応 との 関係 はわずかな研 究 しか な され て お ら

ず ， 過剰適応傾向の 高 い 中学生 に は学校適応 感に覆わ

れ ， 周囲 か らは判 断 し に くい ス トレ ス が存在 しうる可

能性 （石 津 ・安 保，2008） が 示 さ れ て い る 程度 で あ る。青

年期に様 々 な問題 を露呈す る子ど もたち の 多 くが ， 幼

少期か ら 「よ い 子」で あ り過剰適応 的と
’
考えられ て お

り （桑 山，2003 ；高 田，1999）， 過剰適応 が学校不 適応 を 予

測す る可能性 は想定され て い なが らそ の研究は不足 し

て い る 。 過剰適応を個人 の特性 と捉え た場合 ， 過剰適

応は 上記の 岡村 （1998 ）が 指摘す る
“

悩み を生じさせ う

る個人 の 要因
”

と し て 設定で きる。そ こ で ，本研 究 で

第 1 の 目的で あ る養育態度 と幼少時の気質 と過剰適応

と の関連 に 関す る モ デル の 基本的構造を検討した の ち ，

採用 され た モ デル を発展 さ せ る 形 で 中学生 の 学校適応

と個人 の健康 ， 過剰適応 との 関連 をよ り包 括的に検討

す る 。 学校適応 と個人 の健康 を測定す る変数と し て は

友人 適応，勉 強適応 お よ び 抑 うっ 傾 向を 用 い る 。

　 これ まで，過 剰適応傾向に 影響 を与 え る要因 に 関す

る 実証研 究は蓄 積 さ れ て い な い
。 そ こ で ， 本研究で は

養育態度 と気質が過剰適応傾向に影響を与 え ， そ の過

剰適応が抑 うつ 傾向と学校適応 に ど の よ うな 影響を与

える の か を検討す る 。

方 法

調査協力者

　回答 に著し く不備が な く，生徒 と保護者 の 対応が 取

れ た ， 1，025組 の 中学生 と そ の 母親 を 分析 の 対 象 と し

た 。 分析対象者 の 内訳 は 1 年生 382名 ， 2 年生 338名 ，

3年生 305名 で あ り，性 別 は 男子 535名，女子 490名

で あ っ た 。

質問紙の 構成
4

　以下
“

子 ど もの 気質 に 関す る尺度
”

の み保護者 が 評

定 した もの を用 い
， それ以外の 尺度は生徒 に よ る 回答

結果 を用 い た 。

1）子 ども用抑 うつ 尺度

　村田 ・清水 ・森 ・大島 （1996） に よ っ て 作成 さ れ た ，

子 ど も の 抑 う つ 尺度 （Birlesen ，1981 ） の 日本語版 を 用 い

た 。 本来は 18項 目か ら構成 さ れ る 尺 度で あ るが ， 佐

藤 ・永作 ・
上村 ・

石川
・
本田 ・松田 ・石 川 ・坂野 ・新

井 （2006〕 を参考 に
，

い じ め と自殺念慮に 関す る項 目を

除 い た 16項目を用 い た。評定は 「そん な こ と は な い 」
〜「い つ も そ うだ」の 3 件法で 求め た 。

2）学校環境へ の適応に関す る尺度

　内藤 ・浅川 ・高瀬 ・古川 ・小 泉 （1986） に よ っ て作成

さ れた ， 高校生用学校環境適応感尺度か ら ， 「勉強」「友

人 関係」 の 2領域 に つ い て ， それぞれ 5項 目ず つ 尋 ね

た 。 回答は 「ま っ た く あ て は ま ら な い 」〜 「と て もあ て

は まる」まで の 5件法 で求 めた。

3 ）過 剰適応尺度

　石津 （2006）に よ る中学生用過剰適応尺度 の 33 項 目を

4
　 本研究 の デ ータ の

一
部 は石津 ・安保 （2007） で 発表 され て い

　 る。
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用 い た。「自己抑制」 「自己不全感」 「期待 に 沿 う努力 」

「他者配慮」「人 か ら よ く思わ れ た い 欲求」の 5 因子 か

ら構成さ れ て い る。回答 は「ま っ た くあて は ま ら な い 」

〜「と て もあて は ま る」ま で の 5件法で 求め た 。

4 ）養育者の 態度を測定する尺度

　酒 井 ・菅原 ・菅原 ・木島 ・眞榮城 ・詫摩 ・天羽 （2D〔｝3）

で 用 い られ た項 目を用 い た 。 養育態 度は 「温か さ」 と

「過干渉」の 2軸 を測定す る こ とが で き，「温か さ」を

測定 す る た め の 7項 目 と 「過干渉」 を 測定す る た め の

4 項 目を用 い た 。「あな た が 小 さ い と き，お 母 さ ん （も

し くは育 て て くれ た 人
5
）は，以 下 の 質問 が どの くらい あ て

は ま ります か ？」 と い う教 示 の 元 で 回答 し て も ら っ た 。

回答 は 「あ て は まらな い 」〜「あ て は ま る」まで の 4件

法 で求め た 。

5）子 どもの 気質を測定する尺度

　 「お 子 さん が 小 さ い とき 拗 稚園の 卿 は，ど ん な お 子

さ ん で し た か ？j と い う教示 の 元 で ， 小 さ い 頃 の 子 ど

もの気質 を母親に 回答 して もら っ た 。 本研 究の 気質の

定義で あ る ， Kagan 　et　al．（1984＞ 「抑制 的 か 非抑 制的 か

と い う元来備わ っ て い る行動傾向」 を 測定す る た め ，

伊藤 ・丸山 ・山崎 （1999） の 自己制御尺度を
一

部 修正 し

た樟本 ・伊藤 ・山崎 （2003 ） の幼児用自己制御尺 度を用

い た。樟本 ら （2003）の 自己制御尺度 に は，「自己抑制」

を 測定す る因子 と 「自己主張」因子 の 2 因子 が 含ま れ

て い る ％ 回答は 「該当 し な い 」〜「該当する」ま で の 4

件法 で 求め た 。

結 果
7

先行研究 どお り 「温 か さ 」 と 「過干渉 」の 2 因 子 が抽

出さ れ た 。 し か し， 「温か さ」因子 に 寄与す る 2項 目に

お い て ，因子負荷量 と共通性が 低か っ た た め こ れ ら の

項 目を除い た上 で再度因子分析を行 い 最終的な因子を

決定 し た
9
。 因子問相関は 一，42 で あ り， 「温 か さ」と「過

干渉」 と の 間 に は 中程 度の 負の 相 関 が あ る こ とが 示 さ

れた 。 また ， 「温か さ」と 「過干渉」そ れ ぞ れ の α 係数

は，．88 と ．80 で あ り，高い 内的一貫性が 確認さ れ た。

　子 ど も の 気質 に 関 し て ，自己 制 御尺度 を 主因子法 ・

バ リマ ッ ク ス 回転 に よ る因子 分析 を行 っ た
’°。そ の 結

果，先行研究 どお り 「自己主張」 と 「自己制御」の 2

因子 が 抽 出 さ れ た 。共通性が 低 か っ た 2 項 目を除 い た

上 で 再度 因子分 析を行 い
11

， 最終的 な因子 を決定 し た 。

ま た ， 「自己 主 張」 と 「自己 制 御」 の α 係数 は そ れ ぞ

れ ．80 と．74 で あ り， 内的
一

貫性 が 確認 された。また ，

それ ぞれ の 尺度 の 記述統計 を Table　1 に 示 した。

気質 と養育者の 態度が過剰適応傾向に与え る影響 と過

剰適応の プ ロ セ ス に つ い ての検討

　 まず ， 過剰適 応尺度 の 内的側面 と外的側面 の 間に階

層性 を設け な い モ デ ル （並 列 モ デ ル ） に っ い て 検 討 し た 。

Table　1　各尺度の 記述統計結果

．廿　　　SD 　　 Min 　　．Vas’

各尺度の 因子結果 と記述統計

　 学校環境 へ の 適 応尺 度 は 先 行研 究同様 に ，「友 人 適

応 」 と 「勉強適応 」の 2 因子 が抽出 され た 。 過剰適 応

尺 度 に 関 し て も 同様 に ， 「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 が抽出さ れ た
8

。

　養育者の 態度を測 定す る尺度 に つ い て ， 主因子 法 ・

プ ロ マ ッ ク ス 回転 に よ っ て 因子分析 を行 っ た と こ ろ，

自己 抑制

自 己不全感

他 者 配 慮

期 待 に 沿 う努力

人 か ら よ く思 わ れ た い 欲 求

友 人適 応

勉 強適 応

抑 う つ 傾 向

養育態度（温 か さ ）

養 育態度 （過 干渉 ）

自己 主張気 質

自己 制御 気質

21．55　　　5，84　　　7．OO
l9．16　　5．02　　6．OO
27．42　　 5．27　　8．00
21．87　　5．｛，4 　　7 ．〔，〔）
18，32　　 3．82　　5， 0

18 ．4〔）　　4．20　　5． 0
14．16　　 4，55　　5，00
8．45　　6．64　　0．〔｝（，

35．DO30
．DO40
．OO35
．0〔〕

25，0025

．0025
，0032
．〔1〔1

16．20　　3．36　　5．00　2  ．OO
8，48　　2．90　　4．00　 16．OΩ

16，90　　3．85　　5．DO　25．   
19．20　　3 ．10　　 6．00　 25 ．り〔｝

5
　 養育者が 母親 とは 限 ら な い 可 能性が あ り，養育 者 を母 親 に 限

　 定 す る こ とが 調査 協力 者 に 想 定 外 の 心 的 外傷 を与 える 可能 性

　 も考 えら れ る た め，こ の よ うな （ ）内の表現 を 付記す る こ と

　 と した。
6
　 本研 究 に お け る過 剰適 応尺 度 の 中に も 「自己抑制 」 因子 が あ

　 る。気質 の 自己 抑制 は 行動 の セ ル フ コ ン トロ
ー

ル の 側 面 を 測 定

　 す る もの で あ り，過剰 適応 の 「自己抑制 」因 子 とは そ の 内容 が

　 異 な る。こ う した 混 乱 を避 け る た め ，気 質 の 「自己抑制 1に つ

　い て ，本研 究で は 「自己 制御」 と示 す。
7
　 データの 分 析 に は SPSS （Ver13．0），　 Amos 　4．O を 使 用 した。

8
　 石 津 ・安 保 （2008） に よれ ば，「自己 抑 制 亅と 「自己 不 全感 」

　因 子の 高次 因子 と して 「内的側 面」が，残 りの 3 因子 の 高次因

　子 と して 他者 志 向的 な 「外 的側 面 」 が仮 定 され る。
v
　 除か れ た 2 つ の 項 目は 「あな た の こ とをほ め て くれ なか っ

　た 」 と 「あ な た に対 して 冷た か っ た 」で あ っ た。そ れ ぞ れの 項

　 目の 因子 負荷 量 と 共通性 は 一．23，．05 と 一．43，．18 で あ っ た。
コu
　 まず 主 因 子 法 ・プ ロ マ ッ ク ス 回 転 に よ る 因 子 分 析 を 行 っ た

　が，因子 間相 関が ．06 だ っ た た め 主 因 子法・バ リマ ッ ク ス 回転 に

　 よ る分析 を行 っ た。
11

　 こ の 2 つ の 項 目 は 「ひ ど い 悪 口 を 言わ れ た り，か らか わ れ る

　 と怒 っ た 」と 「失 敗 した り う ま く い か な か っ た場 合 で も，す ぐ

　 に あ き らめ な か っ た 」 で あ 弘 共 通性 は．06 と，ll で あ っ た。
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そ こ で，養育態度の下位尺度間と，過剰適応尺度の 下

位尺度 間 に 共分散 を設定 し た 上 で ，養育態度 と気質 を

独立変数 ， 過剰適応傾 向 の 5 因子 を従属変数 とす る多

変量 回帰分析 を行 っ た （Figure　3）。そ の 結果 ， 過剰 適応

の 下 位 尺度す べ て に 影響 を与 え た 要 因 は 養育態度の

「温か さ」で あ っ た 。 「温か さ」は男女共 に 「自己抑制」

と 「自己不全感」 に 負 の 影響 を与え る こ とが 示 さ れ た 。

ま た ， 男子 に お い て 「温 か さ 」 は 「他者配慮」「期待に

沿 う努力 」に 正 の 影響 を与 え て い る こ とが示 され ， 女

子 に お い て は 「他者配慮」「期待に 沿 う努力」「人 か ら

よ く思われ た い 欲求」に 正 の 影響を与 える こ とが 示 さ

れた。また，「温 か さ 」 と相関関係 に あ る 「過干渉 」は

直接的な影響は与え て い な か っ た 。

一
方， 幼少時の気

質で ある 「自己主張」は男女共に過剰適応の 内的側面

で あ る 「自己抑制」 に 負 の 影響 を与 えて お り， 女子 に

お い て 「自己不全感」に も負の 影響 を与 え て い た 。 ま

た ， 男子で は 「自己制御」気質は過剰適応 の 「自己不

全感」 に 負 の 影響 を与 え て い る こ とが示 された 。 そ し

て ，
こ の 過剰適応尺度の高次因子間に 階層性 を設けな

か っ た モ デ ル の 適合度は ， GFI ＝ ．937，
　 AGFI ＝ ．877，

CFI 二．809，　 RMSEA ＝．078，　 AIC ＝425 ．370で あ っ

た。

　続 い て ， 気質 と養育態度か ら影響を受 け た 「自己抑

制」 と 「自己不全感」を過剰適応傾向の
・一

次的反応 と

し ， 「他者配慮」「期待 に 沿 う努力 」「人 か ら よ く思われ

た い 欲求 」 を
一

次的反応 か ら影響 を受 け る二 次的反応

一 39串 象

と した 階層モ デ ル の 適合度を検証 した （Figure　4）。階層

モ デ ル で は ， 養育 態度 や気質 か ら影響 を受 けた過剰適

応 の 内的側面で あ る 「自己抑制」と 「自己不全感」が ，

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」に そ れ ぞ れ 正 の 影響を与 え て

い る こ とが 示 さ れ た 。 この モ デル の 適合度は ， GFI＝．983，

AGFI ＝ ．954，
　 CFI ＝ ．959，　 RMSEA ＝．037 ，　 AIC ＝

192．648で あ っ た。

　以上 の 結果 か ら ， 養育態度 と気質に よ っ て影響 を受

け た 過剰適応の 内的側面は外的側面に 影響を与 え る と

い う二 次的反 応を想定 した モ デ ル の 方が
， 相対 的 に適

合度が高 く， 過剰 適応 の外的側 面 は 内的側面 か ら 影響

を受け 生起 し う る 二 次的反応の 可能性が 示 さ れ た 。

過剰適応の 視点を含め た学校適応に 関する包括的モ デ

ル 作成 の 試み

　上記で 示 された ， 過剰適応の 生起 プ ロ セ ス に お け る

二 次的反応 モ デ ル （Figure　4） に 学校適応 に 関す る 「友

人適応」と 「勉強適応」， お よび 「抑 うつ 傾向」を加 え

た モ デ ル の妥当性 を男女別の多母集団同時分析 に よ っ

て 検討 し た 。 そ の 結果，こ の モ デ ル 全 体 の 適合度 は

GFI ＝．982，　AGFI ＝．955，　CFI　・・　．　982，
　RMSEA ＝．028

で あ り， 十分 な適 合度を もっ た モ デ ル が示 さ れ た 。

　 こ の モ デル は ， 以下 「友人適応1 「勉強適応」「抑 う

つ 傾向」の 3 つ の 変数 ご と の観点に分け，そ れ ぞ れ の

変数 に 与え る 影響 を 記述す る 。

　 纛
　 Figure　3　並列 モ デ ル に お け る多母集団同時分析の結果

　 　 　 　 　 注 1 ） 数値 は 上段 が男 子，下段 が 女子 を表 す。
　　　　 　 注 2 ）　

零i

♪＜ ，01，
’p ＜ ，05
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養育 態度 幼児期 の 気 質 ・

一．12
一．10
　 　 ＊

　　
　 　

　 　
　 　

　　

　　 ：：1畧
　　

tt i／lrL一：：：：：ll：議：：i三： 鰐
　　 （内 的側 面）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 過 剰適 応

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （外 的側 面 プ

　　　　　　Figure　4 階層 モ デ ル に お け る 多母集団同時分析の結果

　　　　　　　　　　 注 1）Table　3 に 示 した た め こ こ で は誤差 と共分散 は省略し て 示 した。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注 2） 数値 は 上段 が 男 孔 下段 が女子 を表 す。
　　　　　　　　　　 注 3）　

’，
1）〈 ．01，＊p 〈 ．05

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注 4 ＞
一一一一

レ
ー

次的 反応 の パ ス

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
ー一一．一

や 二 次的 反応 の パ ス

1）友人適応 へ の 影響性 （Figu・e　5＞

　友人適応に 正 の影響を与える要因と し て まず，養育

態 度 の 「温 か さ」 と気質 の 「自己主張 」が あげ られ ，

や や 弱め の 正 の影響 を与 え て い る こ と が 示 さ れ た 。

一

方 ， 「温 か さ」と「自己主張」か ら負の 影響 を受 けた 「自

己 不全感」 と 「自己抑制 」 は，友人適応 に 負の 影響 を

与 え る こ と が示 さ れたが ， 「自己不全感」と「自己抑制」

が過剰適応 の 二 次的反応で あ る 「他者配慮」 と 「人か

ら よ く思 わ れ た い 欲 求」 に 繋が っ た 場 合，そ れ ら は友

人適応 に 正 の 影響 を与 え る こ と が 明 ら か に な っ た 。 ま

た ， 「他者配慮」と 「人か ら よ く思われた い 欲求」は 「温

か さ」 か らも正 の 影響 を受 け て い た。

2 ）勉強適応へ の 影響性 （Figure　6）

　勉強適応に影響 を与え る要因 と して は 「温 か さ」 と

気質の 「自己主張」「自己制御」か ら負 の 影響 を受 け た

「自己不全感」が あげ られた 。 また ， 「自己不全感」や

「自己抑制」が過剰適応 の 二 次的反応 の 「期待 に 沿 う

努力」に 繋が っ た 場合，厂期待 に 沿 う努力」は 勉強適応

Figure　5　「友人 適応」 に 影響 を与え る パ ス ダ イ ア グ ラ ム

　 　 　 　 注 1） 数 値 は ヒ段 が 男 子，下 段 が 女子 を表 す。
　　　　 注 2 ）　

． 噸p く ．01，’p 〈 ．05
　　　　 注 3 ） 実線 は 正 の 影響 ， 破線 は 負 の 影響。
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”

Figure　6 「勉強適応」 に 影響を与え る パ ス ダイ ア グ ラ ム

　 　 　 　 注 1 ）数値 は 上段 が 男 子，下 段 が 女子 を表 す。
　　　　 注 2 ）

騨
ρ＜ ．01

，

‘p く ．05
　 　 　 　 注 3 ） 実線 は正 の 影響，破線 は 負の 影 響。

1 友 人適 応 　：1 勉強 適応 　1

　　　　　　 ▲　　　　　 ▲
　　　　　　　　　　！

’「
丶 　　　　　　　，’〆−丶

：羣6：：…
”Vi，．．ggノ ，，，霞 1ノ

　 　 　 丶一　　
一．00　　．べ♂

　 　 　 　 　 　
一．18＊ ＊

Figure　7 「抑 うつ 傾向」 に 影響を与 えるパ ス ダイアグラム

　　　　 注 1） 数 値 は上 段 が 男 子 ， 下 段 が 女 子 を 表 す。
　　　　 注 2） ” p く．Ol
　　　　 注 3） 実線 は正 の 影響 ， 破線 は 負 の 影響 。

に 正 の 影響 を与 える こ とが 示 された 。 さらに 「自己制

御」か ら勉強適応に弱 い 正 の 影響が み られた 。

3 ）抑 うつ 傾 向へ の 影響性 （Figure 　7）

　「温 か さ」 と 「自己主張」 厂自己制御」か ら負の影響

を受 け た 「自己不全感」 と 「自己抑制」 がそれ ぞれ抑

うつ 傾 向に 正 の 影響 を与え て い る こ と が 示 さ れ た 。 ま

た，女子 に お い て 「温 か さ 」 か ら抑 うつ 傾向に負の影

響が み られた 。

考 察

　本研 究 の 目的 は第 1に 過剰 適応尺度 に お け る 「内的

側面 」 と 「外的側面 」 とい う高次因子 間 に 階層性 を設

定 し た モ デル を仮想 し ， 階層性が な い 対 立 モ デ ル と の

比較 を行 う こ とで ， そ の 妥当性を検討す る こ と で あっ

た 。 構造方程式 モ デ ル に よ っ て 妥 当性 を検討 し た結果 ，

過剰適応尺度間に は階層性が 認め ら れ ， 養育態度や幼

少期 の 気質 とい っ た個人 と環境要因か ら影響を受 けた

「内的側面」に よ っ て 「外的側面」が 生起す る こ と が

示 さ れ た 。

　両親 の養育態 度 と子 どもの抑 うつ 傾向 との 関連 を測

定 し た 研究に は菅原 ・八 木下 ・詫摩 ・小泉 ・瀬地 山 ・

菅原 ・北村 （2002） が あ る 。 そ れ に よ る と ， 父親の 養育

態度で あ る 厂温 か さ」 と 「過干渉 」 は子 どもの 抑 うつ

傾向を説明 し な か っ た が ， 母親の 「温 か さ」は抑 うつ

傾向に負の 影響 を与え て い る こ とが 示 さ れ て い る 。 本

研 究で は 幼 少時 の 母親 の 養育態度 を 尋 ね て お り，菅原

ら （2eo2）の 研究 とはやや 異な るが ， 特に 女子 に お い て

「温か さ」は抑 うつ 傾向 を減少させ る こ とが明らか と

な っ た 。 また ， 「温 か さ 」 は 「自己抑制」や 「自己不全

感」 に も同様 に 影響 を与 え ， それ らを経 由 して 抑 うつ

傾向に 影響 を与 え る パ ス もみ られ ，特 に 「自己不 全感」

が抑 うつ 傾向に 与 え る影響 は相対的に大 き い も の で

あ っ た 。 ま た ，幼少時 の 気質 も過剰適応 の 内的側面 に

影響 を与 え る可能性が 示 さ れ た 。 先行研究 に は ， 抑 う

つ 傾向と気質は無関係で ある と い う結果 （武 凪 2000）が

あ る が
， 本研究 に お い て も気質 は 直接的 に は 抑 うつ 傾
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向に は影 響を与え て い な か っ た 。 し か し ， 本研究に お

け る 気質 の 測定 は幼稚 園 の 時期 を回想す る 形 で 回答 し

て も ら っ て い る 。 気質に は あ る程度の連続性が認め ら

れ る こ と を想定 し た と し て も，母親が認知 す る現在 の

子 どもの パ ーソ ナ リテ ィ が 回答結果 に 干渉 して い る 可

能性は 否定で き な い こ と は考慮す る必要が ある と思わ

れ る 。

　 さ て ， 本研究の 冒頭で ， 「01eson　et　a1．（2   o＞は SOS

の 「自己不信 」因子 は様々 な コ ーピ ン グ方略や 個人 の

行動の 起 因と な る こ と を想 定 して い る こ と』 を記述 し

た が，本研究 に お け る 二 次的反応 モ デ ル は ， そ うした

仮 説 を 支持で き る も の で あ っ た 。
つ ま り ， 過 剰適応傾

向 の 強 い 子 どもの もつ ，自己抑制的 な傾 向や 自己不全

感 は 他者 志向的 な適応方略 に 結 びつ く可能性 が 示唆 さ

れ た 。

　
一

方 ， 個人 の 過剰適応傾 向 を調 べ る た め に は こ こ で

検 討 し た 二 次的反応 の 観点だ け で は な く，こ れ ま で の

研究の ように 過剰適 応 の 各 因子 を並列 的 に検討 す る こ

と も依然 と し て価値 は 失わ れ て い な い と考え られ る。

過剰適応 の 二 次的反応モ デ ル は ， 過剰 適応の 下位尺度

をそれ ぞれ独立 した変数 と して設定 し，それ らの 影響

性 を検討す る た め に は ， 有効 な ア プ ロ ーチ で あ る と 思

われ る が ，並 列的に捉え た 場合 ， 因子 の 組み合わ せ に

よ っ て 個人 をあ る類 型 に 分類 す る こ とが可能に な る。

本研究の 結果か ら ， 少な く と も 「内的側面」は 「外的

側 面」を生起 させ や す い こ とが 示 さ れ て い る が ，石津・

安保 （2008）を参考に し た 場合 ， 「内的側面」が 高く と も

「外的側面」 が 高 くな ら な い 類型 も見 ら れ て い る 。 し

た が っ て ，過剰適応 の 各因子間 の 階層性 を用 い る か 否

か は ， 必要 に 応 じて 柔軟 で ある必要が あ る だ ろ う。

　 こ う した結果 を踏 まえ ， 過 剰適応 の観点 を含 め た包

括 的 な 学校 適応 と 個人 の 健康 の プ ロ セ ス を検 討す る こ

と が本研究の 2 つ 目の 目的 で あ っ た 。 そ の 結果 ， 過剰

適応 の 内的側面で あ る 「自己不全感」や 「自己抑制」

が 養育 者の 態度 と幼少時の気質か ら影響 を 受 け ， 「友人

適応 」や 「勉強適応 」 に 負 の 影響 を与 える こ とが 示 さ

れ た 。 さ ら に ， 「自己 不 全感 」や 「自己 抑制」が 過剰適

応 の 外 的側面 に 繋が っ た場合 に は ， 外的側面 は そ れ ら

の 適応 を支 える とい う こ と も示 された 。生徒 の内的側

面 が高 ま っ て い る 場合 ， す な わ ち 自分 に対す る 自信を

失 っ て い る状態や ， 自分 の 考 えを相手 に 伝 え られ な い

場合 ， そ の ま ま で は学校場面 で の 適応 が 大 き く低下 す

る こ とが 予測さ れ る 。 そ の よ うな学校適応の著 し い 低

下を防 ぐた め に ， 個人 は他者志向的 な 「他者配 慮」や

「期待 に 沿 う努力」 と い っ た 適応努力を行 い
，

こ う し

た 努力に よ っ て最大 まで学校適応が 落ち込 む こ と を防

ぐ こ と が 想定 で き る。Hermann ，　 Leonardelli，＆

Arkin 〔2002） に よれ ば ， 自己不信が 高 い 者は ， そ れ が

低 い 者 と比 べ て 自尊感情 を脅 か す脅威 に 影響 を受けや

す い た め
，

セ ル フ ハ ン デ ィ キ ャ ッ プ の ような様 々 な自

尊感情維持方略 （self−esteem 　maintenance 　pl。ys）に よ っ て

自尊感情 の 脆 弱性 を保護す る こ と が 示 され て い る 。 さ

ら に ， 他者志 向性が高 い 者の大多数は ， 自分の意思的

な行動や 社会的ス キ ル に 十分 な 自信 が な い と い う指摘

（Buss，1986 大 渕監訳 1991）や ， 自己不信 は様々 な コ ーピ

ン グ方略や個人 の行動 の 起因 と な り う る （OlesOll　et　al．，

20   o）こ と も勘案す る と，内的側面 の 高ま っ て い る個人

は，受動的 に 他者 に沿 う こ とに よっ て 内的側面 の 高 さ

と い う脅威か ら回避 し ， 自己評価 や 自尊感 情 と関連 し

う る 学校適応 を維持 す る と 思わ れ る 。 た だ し ， 上記 の

傾 向 は本研究 の データ か ら得 られ た ， やや理想的 な「典

型例」で あ る こ と を念頭 に 置か ね ば な ら な い と思 わ れ

る 。 本研 究か らは ， 内的 側面 は外 的側面 に 繋が る こ と

で 学校適 応 を支 え る と い う流 れ が 見出せ たが ， 内的側

面が 高 い も の す べ て が 他者志向的な適応方略を と る わ

け で は な く， よ り回避的な適応方略を選択す る可能性

もあ る だ ろ う
12
。つ ま り ， 過剰 適応 の 内的側面 が 自己評

価や 自尊感情 を維持す る た め の 方略に関す る動機づ け

と関連す るの で あれ ば，他の適応方略 に も繋が る 可能

性が あ る 。 内的側面の高 さ は他者志向的な適応方略に

少な くと も結びつ く可能性が あ る が ，こ の適応方略は

多 くの 方略 の う ち
一

つ で し か な い こ と を踏 ま え ， 今後

の 他の適応方略 と の比較が必要 と思わ れ る 。

　本研究 の 外的側面 だ け に 注 目 した 場合，そ れ は 学校

適応 を支 え る
一

っ の 有効 な適応方 略 で あ る 可能性が示

された。しか し ， その 適応 方略 は学校適応 を支 え る べ

く作用 し て い た が ，抑 うつ 傾 向 に は影響 を与 え て い な

か っ た 。学校適応 も抑 うつ 傾向 も ， 自己報告に よ る 「適

応」の
一

形態 とい う点で 同質だが ， 抑 うつ 傾向は 心理

的か つ 身体 レ ベ ル で の 健康で あ り ， 学校環境 へ の 順応

は社会文化 的な適応 で あ る。過剰 適応 的な個人 に は こ

う し た 個人 の健康 と社会的な 適応 の乖離が な さ れ て い

くこ と も想定 さ れ る だ ろ う。 すなわ ち ， 過剰適応に よ っ

て ，支え ら れ て い る適応 が 存在 す る
一

方 で ， 個人 の総

合的な健康 ま で 支え て い る と は言 え な い だ ろ う。

　通 常よ く適応 して い る者 は ， 同 時 に 高 い 自発性や 自

己表現 もみ られ る （Weinbergar ＆ Davidson，1994 ）。 過剰

1！
　 Jones＆ Berglas （1978 ） に よ れ ば，　 overachievement だ け

　な く underachievement も自尊感情 を保護 す る た め の 方 略の

一
つ で あ る 。
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適応は そ う し た 高 い 自発性や 自己表現 よ り も ， む し ろ

受動性 の 側面 が 強 く，か つ 感情 を抑制す る傾向を併せ

持 つ
。 感情 を抑制 せ ず ， 他者志向的な適応方略 をあ る

程度 と る こ と の で き る者は学校適応感が 高 くス トレ ス

反応 も低 い が ， 同 じように 他者志向 的な適 応方略をあ

る程度 と る こ との で き る者で あっ て も感情 を抑制 し 自

己不全感 もある場合 に は ス ト レ ス 反応が 高 くな る （石

津 ・安保，20081。した が っ て，過剰適応 の 観 点 か ら見た

「適応」 と 「不適応」は ， そ の 内的側面 に 大 き く左右

さ れ る 。 で は ， 内的側面 を低 く評 定 す る群に所属す る

者す べ て が 適応的 と い え る だ ろ うか 。こ の疑問に つ い

て は 以下 に ，
Weinberger ，　 Schwartz，＆ Davidson

（1979）が指摘す る 「抑圧型 」の 観点か らそ の可能性を

考察す る。Weinberger 　et　al．（1979） は 自己報告 の 低

不安群 の 中 に，不安 の 知覚 を回避 す る 抑圧型 の 存在 を

指摘 し， 抑圧型 で は生理指標 に よる不安 と自己報告 と

が矛盾す る こ と を示 し た 。 抑圧型 は ， 非常 に 防衛的で

柔軟性の な い セ ル フ コ ン ト ロ ール を行 い
， 感情生起 を

過 度 に コ ン ト ロ
ー

ル す る （Weinbergar ＆ Davidson，

1994）。ま た ， 特に 怒 り感情の 抑制 や他者 へ の 配慮 自

己責任性 な ど ， 社会生活を営む 上 で 望 ま しい 方向へ の

強 い 反応バ イア ス が あ り （佐 藤・安 田，19991i，自己報告 に

限定 した場合 ， 適応上 の 問題 は な い よう に 見 え る （安

田 ・佐藤，2000）。 上記の よう に 過剰適応 の 内的側面が低

く， か つ 平 均程 度 の 外的側面 を もつ 者は 自己報 告 で は

最 も高 い 適 応 を示 す （石 津 ・安 保，2008 ） が，抑圧 型 の よ

うに 自己肯 定的な 自己呈示 に バ イ ア ス が か か る者 は ，

内的側面 を実際よ り低 く見積 もる可能性 も考え られ る 。

す な わ ち ， 外的側面が 平均程度で ， か つ 内的側面が 低

い 者 の 中 に は抑圧型 が 含 ま れ て い る可能性が あ る。抑

圧型 も過剰 適応傾 向 の強 い 者 も，
い ずれ も学校適応 だ

け に注目し た場合 ， 適応上 の 問題 は 大 き くな い 可能性

が 高 い が ， 過剰適応傾向の強 い 者は 心 理 的な適応が 阻

害されて い る可能性が，また抑圧型 の 中に は，身体的

な健康が低 下 して い る 可能性 が あ る。中学 生 に お け る

抑圧型 の研究は蓄積さ れ て い な い が ， 過剰適応 の 下位

尺度を長期 的に検討す る こ と で ，個人 の適応や適応 ス

タイ ル が どの よ うに推移す るの か を明 らか に す る こ と

が期待さ れ る 。

　本研究 の 限界 と今後 の 課題 と して は以下が あげ ら れ

る。上述 した よ うに ， 本研 究 に お け る気質 と養育態度

は過 去 を回想し て もらう形で 回答 して もら っ た 。 そ の

た め ，現在 の パ ー
ソ ナ リ テ ィ が 回答結 果 を 干渉 す る 可

能性 は否 めな い 。また ，
Kiang ，　Moreno ，＆ Robinson

（2004 ）に よ れ ば ， 母親の 養育 に対す る 態度や ビ リー
フ

は ， 6 ヶ 月の 子 ど も の気質に影響を与え る こ とが 示 さ

れ て い る。今回測定 した幼稚園時 に お け る気質 も同様

に 様 々 な環境か ら の影響 を受けて い る と考 え ら れ る だ

ろ う。こ の 点は，本研究 の 測定 に 関す る限界で あ る。

　 ま た ， 過剰適応傾向に影響を与 え る要因 と し て ， 養

育者 の態度や 幼少時の 気質が 確認 された が ， それ らの

要因 の 影響性は大 きい もの で は な か っ た。 こ の こ と は

日常 生活 で 出会 う数 多 くの 状況要 因や様々 なイ ベ ン ト

も個人 の 過剰適応傾向 に 影響を与 え る可能性を 示 唆 し

て い る と思 わ れ る 。 上 記 の 課題 に 併せ て ， 個人 の 過剰

適応 を助長させ うる要因 に つ い て の 研究が よ り蓄積 さ

れ て い く こ とが 望 ま れ る 。

　
一

方 ， 過剰適応の外的側面は学校適応 を支え て い る

要因 で あ り，母親か らの 温か い 養育 態度 か らも正 の 影

響 を受 けて い る こ と が 示 さ れ た 。
こ う し た他者志 向的

で 受動的な適応方略 も， 学校適応 を支え る た め に はあ

る程度有効な の だ ろ うが ，本研究 で は積極的な適応方

略 と の対照性に つ い て は扱 う こ とがで きな か っ た。過

剰適応傾向 に あ る子 どもは積極的な適応方略が どの程

度行 わ れ て い る の か ， も し く は ， 積極的な 適応方略 と

受動的な適応方略 を ど の よ うに 柔軟 に 使 い 分け て い る

の か と い っ た点 は検討 さ れ て お らず ， 今後の 課題 で あ

る 。
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               Over-Admplation and  School Ady'ustment ;

                        lunior High School Students
       KElewc/HIRo tsHtzu (CEA,zER oF  EbucArron"L  REiseiARcLH AIvD  M4c77cE,  t･huv-EmsiTy oF  lt)1･'AilfL4? .ca'D

      Jin)Eo A,veo r7ic)HoKu [L･wxERslTy) j14R4A,EsE IL)[･ve,xvaL oF  EDbunzroptt･aL Rs}'cHoLoGy; 2009, 57; 442  453

  The  Over-Adaptation  Tendency  Sca]e is composed  of  internal (self-inhibitive personality traits) and

external  (other-directed behavioral adaptation  strategies)  characteristics.  So  far, research  on  these 2

characteristics  has studied  them  independently,  but it is pessible to hypothesize that internal aspects  would

invite specific  (external) behavior. The  present study  aimed  (a) to investigate the relation  between  the

internal and  external  aspects  of  the Over-Adaptation  Scale in relation  to childhood  temperament  and

maternal  attitudes  toward  childrearing,  and  (b) to construct  a  comprehensive  model  of  over-adaptation  and

school  adjustment  Junior high school  students  (IV=1,025) and  their mothers  completed  a questionnaire.

The results  suggest  that the internal aspects  affected  by childhood  temperament  and  maternal  attitudes

towarcl  childrearing  were  related  positively to external  aspects.  Internal aspects  were  related  negatively  te

school  adjustment  and  positively to depressive syrnptoms,  whereas  the external  aspects  affected  by internal

aspects  were  related  positively to school  adjustment,  However,  the external  aspects  showed  no  relation  to
depressive symptoms.  It is possible that over-adaptation  supports  social  and  cultural  adjustment,  but has

no  benefit for psychologicar adjustment  or  health.

   Key  Werds  : over-adaptation,  childhood  temperament,  mothers'  attitudes  toward  childrearing,  school

adjustment,  junior high school  students


