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大 学生 に お け る援助 要請意 図

主要 な要因間の関連か ら見た援助 要請意図 の規定 因
一

永　井 智
＊

　本研究の 目的 は ， 援助要請 に 関連 す る 主要 な 要因で あ る ， ソーシ ャ ル ネ ッ ト ワーク ，
パ ーソ ナ リテ ィ ，

問題の 深刻さ ， デモ グ ラ フ ィ ッ ク要因 と大学生 に お け る援助要請意図 と の関連 を検討する こ とで ある 。

大学生 596名に対 し，家族サ ポー
ト，友人サ ポー

ト，自尊感情 ， 自尊感情の脆弱性，悩み，抑 うつ ， デ

モ グ ラ フ ィ ッ ク要因 お よ び 家族 ，友人，専 門家 そ れ ぞ れ に 対 す る 援助要請意図 に つ い て 尋 ね る 質 問紙 を

実施 した。共分 散構造分析 の 結 果、家族 と 友人 へ の 援助 要請意 図 に 対 し て は悩み ，抑 うつ ，ソー
シ ャ ル

サポー トが 影響 して い た が ， 専 門家 へ の 援助 要請意 図 に 対 して は悩み，自尊感情 ，友人 サ ポ ー
トが 影響

して い た 。

　 キ
ーワ ード ：援助要請 ， ソーシ ャ ル サ ポー ト， 自尊感情 ， 抑 うつ

， 被援助志向性

問題 と目的

　個人 が 問題 を抱 え，
そ れ を自身 の 力 で は解決 で き な

い 場合 に ，必要 に 応 じて 他者 に 援助 を求め る こ と は，

重要 な対処 方略 の
一

つ で あ る。 こ うした現象 は近年，

臨床心理 学の 分野 に お い て
， 援助要請や被援助志 向性

と い う視点か ら捉 えられ て きた 。

　援助要請 の 生起 に 影響す る 要 因 は様々 あ る が ， 専門

家 へ の 援助要請な ど ， 特殊な対象 へ の 援助要請 に特有

の要因 を除けば，大 き く「ネ ッ トワー
ク変数」「パ ーソ

ナ リテ ィ 変数」 「個 人 の 問題 の 深 刻 さ，症状」 「デ モ グ

ラ フ ィ ッ ク 要因」 とい う 4 つ の 領 域 に 分 類 され る （水

野 ・石 隈，1999 ；R ・thi ＆ Leavey ，20G6）。しか し， 先行研究

の 多さ に もか か わ らず ， 各要因 と援助要請 との 関連に

は
一

貫 しな い 結果 も多 く， そ の 知見は十分 に統合さ れ

た理論 に は 至 っ て い な い こ と が指摘さ れ て い る （Rick −

woed ，　Deane ，　Wilson，＆ Ciarrochi，2005 ）。 そ こで 本研究で

は ， 上 記 の 4 領域 に お け る主要な概念 に注目 し ， 先行

研究 の 問題点を 明 ら か に し た 上 で ，各要因 と援助要請

と の 関連 を明 らか に す るた め の 検討 を行 う。

ネ ッ トワーク変数

　潜在的な援助者 の 有無 は ， 援助要 請の 意思決定 に 影

響す る と さ れ る 幅 木 ，
1997）。 そ の た め ， 援助要請の検

討に お い て は各人 の持 つ 援助資源の 量 を考慮 す る必要

が あ る。多 くの 研 究 で は ， ネ ッ トワーク変数 として ソ ー

シ ャ ル サ ポ ートが 用 い ら れ て お り， 本研究 で も ，
ソ ー
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シ ャ ル サ ポートの 測定は必要で ある と考え られ る 。

先行研究 で は，専門家 に 対 して援助要請を し た者 は，

し な か っ た者 よ り も，援助要請可 能な資源 が 少 な い こ

とが 報告 さ れ て い る （Bosmajian ＆ Mattson ，1980）。こ の

こ と は，イ ン フ ォ
ー

マ ル なサ ポ ー
ト資源 の 不足 に よ っ

て
， 単純 に 援助要請先 と して 専門家を選択せ ざ る をえ

な い
， あ る い は問題が悪化 し ， 結果的に専門的な援助

の 必 要性 が 高 ま る た め と考 え ら れ て い る （Crarner，

1999 ）。

　た だ し，先行研究で は，ソーシ ャ ル ネ ッ トワー
ク の

サイ ズ や全般的 な ソ
ー

シ ャ ル サ ポ ー
トな ど，大 きな単

一
の 変数がネ ッ トワ

ー
ク変数 として 扱 われ て お り， そ

の 所在 が 家族 な の か 友人 なの か とい っ た区別 はされな

い もの が 多か っ た （e．g．，　Sheffield，　Fi。 renza
，
＆ S 。fronoff

，

2004）。 しか し ， ネ ッ トワ ーク と さ れ る もの が サ ポート

資源 と して扱われ る の な らば ， 例 えば家族サ ポート は

家族 へ の援助要請に対し て ， よ り影響を与え ， 友人 サ

ポ ー トは友人 へ の 援助要請に対 し て ， よ り影響 を与 え

る 可能性が考 え られ る。そ の た め ，サ ポ ートの 総量だ

けで な くそ の 所在 に つ い て も同様 に 考慮 し， 測定 を行

う必要が ある と考え ら れ る 。

パ ーソ ナ リテ ィ変数

　 パ ーソ ナ リ テ ィ変数に お い て ， し ば し ば扱わ れ る の

は 自尊感情 で あ る 。 援助 を受け る こ と は ， 自尊感情へ

の 脅威 を もた らし （Fisher，　 Nadler，＆ Whitcher−Alanga，

1982 ；Nadler ＆ F量sher ，1986＞， そ れ が 援助 要請 を抑制す

ると考 え られ て きたた めで ある。社会心 理学 に お い て

は，被援助時の 心理 的影 響 に つ い て の 諸 理論 を統合す

る形 で ，自尊感情 を 軸 と し た 自尊心脅威 モ デ ル が 提唱
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さ れ て い る （Fisher　et　aL ，　1982）。 そ の た め 自尊感情 は ，

援助 要請 を論 じ る 上 で も重 要 な パ ーソ ナ リ テ ィ 変 数 で

ある とい え る。

　しか し， 自尊感情 と援助 要請 との 関連 に っ い て は ，

相反す る 2 つ の 可能性が従来か ら議論さ れ続 けて い る 。

す な わ ち ， 自尊感情の高 い 者は ， 援助要請 に よ る 自尊

感倩の低下 を恐 れ る た め に援助要請を行わ な い と い う

認知的一貫性仮説 （Bramel，　1　9．　68）と，自尊感情の低 い 者

は ， わずか な自尊感情が さ らに低下 す る こ とを恐 れ る

た め に 援助要請 を行わ な い と い う傷 つ きや す さ 仮 説

（Tessler＆ Schwartz，1972＞で あ る 。 わが国の研究で は ，

援助要請 と自尊感情の 間に 正 の 関連 を報告す る もの が

比較的多 い （e．g．，木村 ・水 野，2004 ）。 し か し な が ら ，
い ず

れ の 研 究 も関連 は非常に弱 く， 関連が 示 されな か っ た

研究 （水 野
・石 隈 ・

田 村，2006） も存在す る。

　 で は な ぜ
， 自尊感情 と援助要請 との 間 に は

一
貫 した

結果が得 られな い の で あ ろ うか 。
こ の 理 由の

一
つ に ，

自尊感情の捉 え方の 問題 が あ る と考え ら れ る 。 上 に 挙

げた 2 つ の仮説の 相違点は ， 高自尊感情者 ， 低自尊感

情者 の い ずれ に お い て，自尊感情へ の 脅威が よ り高 い

か と い う点で あ る 。 っ ま りい ずれ の 仮説も ， 自尊感情

へ の脅威が援助要請 を抑制す るとい う前提 に お い て は

一
致 して い る。そ う考 え る な らば ， 援助 要請 との 関連

を まず検討すべ き な の は ， 自尊感情そ の も の で は な く，

前提 とな る 自尊感情 に対す る脅威で あ る と考 えられ る 。

　 近年 ， 自尊感情を安定した 特性的概念で は な く，状

況 に よ っ て変動 す る もの と して捉 え る 試 みが な され て

い る （e．g．，　Crocker ＆ Knight，2eO5 ；　Kernis，　Grannemann ，＆

Barclay，1989）。すなわ ち ，
　 JameS〔1892 今田 訳 1992） が

噛 尊感情 ＝ 成功／願望
”

と表現 した よ うに ， 成功な

どの ポジ テ ィ ブな出来事は 自尊感情 を高揚 さ せ ， 失敗

な ど の ネ ガ テ ィ ブ な 出来事 は 自尊感情を低下 さ せ る と

考 え ら れ て い る 。 こ う し た 自尊感情 の 変動性 に は 個人

差 が存在 し，そ の 測定 に は い くつ か の 方法 が 存在す る

　（e．g．，　CrOCker，　Luhtanen，　COoper，＆ Bouvrette，2003 ；Kernis

et　aL ，1989）。そ の 中 で Crocker　et　al．（2003）は ， 外 的

出来事 に よ っ て
， 自己価値 の 感覚 が 影 響 を受 け る 傾 向

を ， 質問紙 に よっ て 測定す る と い う方法を用 い て い る 。

こ の 方法 は ， 援助要 請 とい う出来事 に よ る 自尊感情の

脅か さ れ や す さ の 検 討 に も適 して い る と考 え られ ， 自

尊感情 の 視点 か ら援 助要請 を扱 う場 合 ， まず は こ うし

た変数 を用 い て 検討 を行 う必 要 が あ る と考 え ら れ る。

個 人 の 問題 の 深刻 さ，症状

　 深刻 な 問題 の 存在 は 援助 ニ
ーズ を高め る た め，基本

的 に 援 助 要請 を促 進 す る と さ れ る （e．g，，　 Go ・dman ，

Sewell，＆ Jampol，1984 ；Komiya ，　G｛】od ，＆ Sherrod，200  ；

Voge1 ＆ Wei ，2005）。その た め ， 個人 の 抱 え る 問題 は ，

ソーシ ャ ル サ ポート と同様 ， 援助要請を検討す る 上 で

考慮す べ き変数で あ る と考 えられ る 。 わが 国で も ， 個

人 の 抱え る悩み は ， ほ ぼ
一

貫 し て 援助要請に対 し て 正

の 影響 を 示 す こ と が 報告 さ れ て い る （e．g．，木村 ・水 野，

2004 ；永井 ・新井，2007）。

　 し か し一
方 で

， 抑 うっ や ， それ に 続 く自殺企 図 と い っ

た問題 は ， 無気力や 問題対処意思 の 低下 を伴 うた め ，

悩 み な ど とは逆に ， 援助要請 を低下 させ る可能性が指

摘さ れ て い る 〔Gar［and ＆ Zigler，1994 ＞。 し か し な が ら実

際の研究 に お い て は ， 抑 うっ に よ る援助要請の低下 を

支持す る結果 （e．g ．，　 Deane，　 Wilson，＆ Ciarr・ chi ，2001 ；

Garland ＆ Zigler，1994）と支持 しな い 結果 （e．g．，　Halgin，

Weaver ，　Ede11，＆ Spencer，1987 ；Kelly ＆ Achter，19　95） と

が ， と も に 見 ら れ る。っ ま り ，

一
言 で 「個 人 の 問題 の

深刻 さ ， 症状」 と言 っ て も， そ の種類に よ っ て ， 予測

さ れ る援助要請 と の 関連は異な り，し か も得 られ る結

果 は
一

致 し て い な い 。

　 こ う した不
一

致 の 原因 と して ，抑 うつ と悩 み との 問

の 正 の 関連 の 存 在 （伊 藤，1993＞ が考 え られ る。す な わ

ち ， 従来の研究の よ うに ， 抑 うつ と悩み の
一

方の み を

扱うと，もう
一

方の 要因の影響が混入 し，援助要請へ

の 影響 が 相殺 さ れ る 可能性が あ る 。 従 っ て ， 個人 の 問

題 の 深刻 さ ， 症状 と援助要請 との 関連 を明確 に す るた

め に は，抑 うつ と悩み の 両 方を扱 い ，両者の 関連を統

制 した上 で
， 検討 を行 う必 要が あ る と考え られ る 。

デ モ グ ラ フ ィ ッ ク要 因

　 デ モ グ ラ フ ィ ッ ク 要因の 中で ， 援助要誚 と の関連が

頻繁 に検討さ れ る変数は性別で ある 。 海外の研究の ほ

と ん ど は ， 男性 よ りも女性 の 方が ， 心理的問題 α）援助

要請が 高 い こ と を報告 して い る （水 野 ・石 隈，1999）。こ の

ような性差 は ， 援助 要請 が伝統的 な男性役割に 反す る

ため で ある と解釈 さ れ て お り （Addis ＆ Mahalik ，20〔｝3），

実際 の 実証研究 で は ， 男性 に お け る 性役割葛 藤 が
， 援

助要請へ の態度 と負の 関連 を示す こ とが
一

貫 し て 報告

さ れ て い る （Good，　Del ］，＆ M ｛ntz ，1989 ；Simonsen，　Blazina，

＆ Watkins ，2000 ）。 し か し な が ら ， 例 え ば Maha ］ik，

Good ，＆ Englar−Carlson （2003 ）力剃 と し て挙 げ る f同
性愛恐怖症」 「プ レ イボーイ」 とい っ た極端 な性役割

が ， 日本 に も そ の ま ま 当 て は ま る と は考 え に くい 。そ

の た め わ が国 で も， 同様 に 性差 の 検討 を行 う必要 があ

る と考 え られ る。

各領域間 の 階層関係に 関する問題

　 こ こ まで ，各領域 に お ける主 要な要因 と ， 援助要請

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

48 教 育 心 理 学 研 究 第58巻 第 1 号

と の 関連に っ い て の 問題を述 べ た 。 し か し な が ら ， 援

助要謂 と各要因 との 関連を検討す る場合， 4 つ の 領域

間 の 階層関係 に つ い て も考慮す る 必要 が あ る。

　例 えば ， ソーシ ャ ル サ ポートの 存在 は ， 自尊 感情 の

高 さ （Hoffman ，　Ushpiz，＆ Levy −Shiff，1988 ；Sun ＆ Hui，

2007）， 抑 うつ の低 さ （Galambos ，　Leadbeater ，
＆ Barker，　ZOO4；

Lewinso  ，　Roberts，　Seeley，　Rehde，　Gotlib，＆ Hops，1994） に

つ な が り ， 逆 に 自尊感情 の 低 さ は抑 うつ に つ な が る こ

とが報告 されて い る （Lewinsohn ，　 Iloberman，＆ Rosen−

baum ，　rg88；Sun ＆ Hui，2007）。こ うした知見か らは ， ソー

シ ャ ル サ ポー トが 自尊感情 を媒介 し ， 問題 ， 症状 に つ

な が る と い うプ ロ セ ス （e．g 。
　Krause

，
1987）を考え る こ と

が で き る 。 ま た ，悩み は抑 うつ を含む様々 な精神的健

康に 影響 す る （平 井，2001 ；伊藤，　1993 ） た め ， 問題 ， 症状

とい う段 階 の 内部 に お い て も，悩みか ら抑 うつ に対 す

る 影響 が 考 え られ る。さ らに ，青 年期以降 は，援 助要

請だ けで な くソーシ ャ ル サポート （嶋，1992）， 自尊感情

（東 ・岩 崎 ・小林 2GO1 ）， 抑 うつ （N ・ len・H ・ eksema ，1990 ），

悩み （平 井，2e  1） な ど に も 同様 に 性差が 報告 さ れ て い

る。そ の た め 上 記 の 各変数 は ， デモ グラ フ ィ ッ ク要因

で あ る 性別 か ら影響 を受 ける可能性 が 考 え ら れ る。以

上 をま と め る と
， まず性別が 外生変数 と し て 存在 し，

次の 段階 として 2 つ の サポー トが ， 続 く自尊感情 と自

尊感情の 脆 弱性に 影響 を与 え ， そ れ ら が 悩 み ， そ し て

抑うつ へ と影響を与 え る とい う 5段階の 階層関係が想

定で き，最後に，そ れ らの 変数全て が援助要請意図に

対 し て 影 響 を与 え る モ デル を考 え る こ とが で き る。

　 こ の ような モ デ ル が仮 定 され るな らば ，
こ れ まで 挙

げた諸 要因 は ， 援助 要請 に 対 して 直接影響 を示 すだ け

で な く， 別の要因に よ っ て 影響が媒介さ れ る部分 も存

在す る可能性が考 え られ る 。 例 えば ， ア メ リカ の 大学

生 に お け る専門家 へ の 援助要請研究で は ， 「個人 の 問題

の 深刻 さ ， 症状」 で あ る 心 的苦痛を統制す る と ，
　

JFca

叮

が援助要請 に影響 を 示 さ な くな る こ とが 報告 さ れ て い

る （Vogel ＆ Wester，2003 ；Voge1，　Wester，　Wei ，＆ Boysen ，

2005 ＞。 こ の よ う に ， 援助要請 へ の 影響要因 を明確 に す

る た め に は ， 単に援助要請 と各要因 との 関連 を個別に

検討す る だ け で な く， 要因間の 階層関係 も考慮 し た 上

で検討を行 う必要が あ る 。

本研究の 目的

　 援助 要請研 究 の 発展 に は ， まず こ れ まで に 挙 げた点

を考慮 しな が ら， 知見 の 整 理 を行 う必 要 が あ る と 考 え

られ る。そ こ で 本研究 で は，援助要請 に 関連 す る 4領

域か ら ソーシ ャ ル サ ポ ー
ト，自尊感情 ，自尊感情 の 脆

弱性 ， 抑 うつ
， 悩 み ， 性別 を取 り上 げ ， これ ら の 階層

関係 を考慮 し な が ら ， 親 ， 友入 ， 専門家 へ の援助要謂

意図 と の 関連を検討す る こ と を 目的 とす る。

　具体的 に は ， 各 要因 と援助要請 と の 関連 を個別 に検

討 し ， 次 に ， 前節 で 述 べ た モ デ ル を共分 散構造分析 に

よ っ て検討す る。共分散構造分析 を行 っ た場台 ，
こ れ

ま で の議論 を踏ま え る な らば ， 各変数か ら援助要請に

対 し て以下の よ うな直接の影響が 示 さ れ る と考 え ら れ

る 。 す な わ ち ， （仮説 1）家族サ ポー トは家族 へ の 援助

要請行動 に 正 の 影響を与 え，専門家へ の 援助要請 意図

に負の 影響 を与 える ， （仮説 2）友人サ ポートは友 人 へ

の援助要請意図に 正 の 影響 を与 え ， 専門家 へ の援助要

請意図に 負の 影響を与 え る ， （仮説 3）自尊感情 の脆弱

性は各援助要請意図 に 対 し て 負 の 影響 を与 え る，（仮説

4 ）自尊感情 は各援助要請意図に対 して影響 を示 さな

い ，（仮説 5）抑 うつ は各援 助要請意図 に対 して 負 の 影

響 を与 え る，（仮説 6 ）悩み は 各援助要 請意図 に対 し て

正 の 影響を与 え る ， とい う 6 つ の仮説が考え られ る 。

方 法

調査手続 きと調査対象

　調査は，2007 年 5 〜 7 月 に 関東地方お よ び 中部 地方

の 4 年制大学 4校 に お ける大学生計 644 名を対象 に 実

施 された 。 質問紙の フ ェ イ ス シ ー トに は ， 匿名性が保

証 さ れ る こ と ， 回 答が任意 で あ り ， 協力 し な い こ と に

よ る 不利益 は
一

切な い こ と が 明記さ れ た 。 調査対象者

の うち，調査へ の 協力意思 を示さ なか っ た の は 22 名で

あ っ た。また ，回収 さ れ た 質問紙 の う ち，26 名分 は記

入 に 不備 が あ っ た ため除外 した。そ の ため ， 計 596名

（男性 214名，女 性 382名）分 の デ
ー

タ を分析 の 対 象 とし

た 。 ま た ， 分析対象 とな っ た 調査協力者の 年齢は平均

が 19．55， 標準偏差が 1．67 で あ っ た 。

質問紙の 構成

　 1，援助要請意図　援助要請意図 の 測定 に は，木村 ・

水野 （2004）が 大学生に お け る被援助志向性 の 研究で 用

い た 項目 を 用 い た 。 こ れ は，大学生活 に お け る 主要 な

6 つ の 悩み を提示 し ， もし こ の こ とで 悩 み，一
人 で解

決で き な い と し た ら ， 誰か に相談す る と思 うか を尋 ね

る もの で あ る 。 具体的 に は ， 「対人 関係」「恋愛・異性」

「性格外見 」「健康」「卒業後の進路や将来 の こ と」「学

力 ・能力」と い う 6 つ の悩み を提示 し ， そ れ ぞ れ に つ

い て ， 家族 ， 友人 ， 学生相談やカ ウ ン セ ラ ーな どの 専

門家 そ れ ぞ れ に どれ 位相談 す る と思 うか 尋 ね ， 冂 ：相

談 しな い と思 う」〜「5 ：相談 す る と思 う」の 5件 法 で

回答 を求 め た 。

　 2．ソーシ ャ ル サ ポ
ー

ト 大 学 生 用 ソ ーシ ャ ル サ

N 工工
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ポート尺度 （il9，　1992）を用 い た 。 「お し ゃ べ りな どをし

て楽 しい 時をす ごす」「お 互 い の 気持ちや感情を分か り

合 え る 」な ど 12項 目を用 い
， 家族 と友人 それぞれ に つ

い て ，
ど れ くらい 当 て は ま るか を ， 「1 ：全 くな い 」

〜「5 ：非常 に よ くあ る 」 の 5件法 で 尋ね た。

　 3 、自尊感情の 脆 弱性　Crocker　 et　 a1．，（2003） の

Contingencies　 of　 Self−Esteem　 Scaleを元 に ， 松田

（2006）が作成 し た 自尊感情の 脆 弱性尺度を用 い た 。「他

の人が 私の こ と を悪 く思 っ て い る こ と がわ か れ ば ， 自

分は ダ メ な 人間だ な と感 じ る」「他の 人 に何か で 負 け る

と，自分 は何をや っ て もダメ な 人 間 だ な と感 じ る 」な

ど，全 16 項 目 を用 い
， 「1 ：全 く当 て は ま らな い 」

〜「7 ：非常に よ く当 て はまる」の 7件法 で 回答 を求 め

た Q

　 4 ，自尊感情　Rosenberg（1965＞ に よ る 自尊感情尺

度 の 邦訳版 仙 本 ・松 ＃ ・lL成 ，　1982 ） を眉 い た 。 「少 な く

と も人 並 み に は価 値の あ る人 間で ある」「色々 な良 い 素

質を持 っ て い る 」 な ど ， 全 10項 目を用 い ， 「1 ：当て

は ま らな い 」〜「5 ：当て は まる 」の 5件法 で 回答 を求

めた。

　 5．抑 うつ 　Radloff （1977＞ に よ る Center　for　Epide−

miologica1 　Studies　Depression 　Scale （cEs −D ） の邦訳

版 （島 ・鹿 野 ・北 村 ・浅 井 ，
1985） を用 い た 。 こ れ は疫学研

究 の た め に 開発さ れ た 尺度で あり，「普段 は な ん で もな

い こ と が わ ずらわ し い 」「食べ た くな い 。食欲 が 落 ち た 」

な ど 20 項 目 で 構成 され る 。 被調 査者 に は，各項 目それ

ぞれ の 1 週 間 に 経験 した頻 度 を尋 ね，4 件法 「な い （O

点 ）」「1 〜 2 日 （／点）」「3 〜 4 日 （2点 ）」「5 日以上 （3

点 ）」）で 回答を求 め た 。

　 6 ．悩み 　援助要請意 図 の 測 定の 際に提示 し た 6 つ

の悩 み に つ い て ， 「過去 1年の 間に こ の こ と で悩 ん だ こ

と が あ り ま す か 」 と尋ね ，「1 ；悩ん だ こ と が な い 」

〜「5 ：悩 んだ こ とが ある」の 5 件法で 回答 を求め た 。

結 果

各尺 度 の 基礎的分析

　 まず各尺度 に 対 し主成分分析 を行 っ た 結果 ， 各尺度

に お け る第 1主成分 の寄与率 は 42．53〜51．20％ で あ っ

た 。また ， 各尺度の うち ， 自尊感 情尺度の第 8項 目「もっ

と自分自身 を尊敬で き る よ う に な り た い 」の み ， 負荷

量が ．03 と極端に低 い 値を示 し た が ， 残 る項 目の 負荷量

は．43〜．83 で あっ た 。そ こ で
， 自尊感情 を除 く各尺度 に

つ い て は
， 項 目へ の 回答 の 合計 を尺度得点 とし ， 自尊

感情尺度 に つ い て は ， 第 8 項 目を除 い た 9 項目 の 回答

の合計 を自尊感情得点 とした。各尺度の α 係数 は ， 家

族 へ の 援助要請意図が 81 ， 友人 へ の 援助要講意図が

．83， 専門家 へ の 援助要請意図が ．82， 家族サ ポートが

．92， 友人サ ポートが．92， 自尊感情 の 脆弱性が ．92，自尊

感情 が ．85，抑 うつ が ．88， 悩 み が．92で あ っ た 。

各変数間の基本的な関連

　 まず ， 各得 点の性差 を検討す る た め
，

’検定を行 っ

た （Table　l）。 その 結果 ， 専門家 へ の援助要請意図お よ

び友人 サ ポートの み性差 は見 ら れ な か っ た 。

一
方 ， 自

尊感情の み男性の 方 が 得点が高 く （P ＜ ．01＞， 残 る得点は

全て女性の 方が 得点が 高か っ た （全 て p く ．。1）。

　 次 に ，各変数間 の 相関係数を算出し た （Table　2）。そ

の 際，性別 に は 男性 を 0 ，女性 を 1 と し た 性別 の ダ ミー

変数 を用 い た 。 そ の 結 果，性別 は各変 数 との 間 に ，
t

検定 と同様 の 関連 を示 した。また，家族 サ ポ
ー

ト と友

人 サ ポー トは と もに
， 家族お よび友人 へ の 援助要請 と

の 間に 正 の相関 を示 した 。 さ ら に ， 自尊感情の 脆 弱性

は 友 入 へ の 援助 要請 と の 聞に の み 正 の 相関を ， 自尊感

情 は家族 と専門家へ の 援助要請 との 間に 正 の相関を示

し た 。ま た，抑 うつ は家族 と友人 へ の援助要請 と の間

Tab 且e　l 各変数 の 記述統計 と ’検定 の 結果

　　 男性

　 n鬲21．4
Mean 　　 SD

　　 女 性

　 解
匸382

MeaM 　 　 SD
t値 　 　　得 点範 囲

家族 へ の 相 談意図

友人 へ の 相談 意 図

専門家 へ の 相談意 図

家族 サ ポ
ー

ト

友入 サ ポーF
自尊感 情 の 脆 弱性

自尊 感 情

抑 う つ

悩 み

工6．4919
．8111
．4138
．6747
．1848
．9827
．3017
．3922
．56

（5．98）
（6．29）
（5 ．38）
（10．82）
（8．75）
（15 ．37）
（7．57）

（10．07）
（5．39）

19．302
ユ．12

工0．7242
．9647
．7756
．2724
．8920
．e724
．48

（6．06）
（5．5Z）
（5 』4）

（9．73）
（s ，29）

（工3．63）
（7．29）

（工0，52）
（4．06）

5．46”

2．53＊

1 ．574
．95＊＊

0 ．835
．78牢 ＊

3．83＊ ＊

3．03糧

4．55＊ ＊

6〜 306
〜 306
〜 3012

〜 6012
〜 6016
〜1129

〜 450

〜 606
〜 3 
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Table　2　各変数間 の 相関係数

　 援助要請意図　　　　 家族 　　　友 人　　 自尊感 情の

家族 　 　友人 　 専 門家 　 サ ポート　 サ ポート　 　 脆 弱性
自尊 感情 　抑 うつ 　 悩 み 　 　性 別

家族 へ の 援助要 請意 図

友人 へ の 援 助要 請意 図

専門家 へ の 援助 要請意 図

．53＊ ＊

　　．31Sk
　 　 　 ．15纏

．57＊ ＊

．23＊＊

．08

、22＊ ＊

　　　　　．02
．43＊＊　　　　　．10＊
一，03　　　　　　

−．04

．15”

　　　
一．19＊s

　　．22＊s

　　．11＊＊

．04　　　　−．D8業

　　　．35巾 ＊

　　．22ホ ＊

．13＊鵬　　
一，03　　　　．13躍湘　一．06

家族 サ ポ ート

友人 サ ポ
ー

ト

自尊感 情 の 脆 弱性

自尊感情

抑うつ

悩 み

，36＊＊　　　　一．05　　　　　　　．23＊＊　　一．19＊＊

　　．06　　　　．20＊＊

　 　 　 　 一．07　　　　　　　．24零 ＊

　　
一，22串 ＊

　　．07　　　　．03

　 　 　 　 　 　 　 　 −．57”＊　　　．46“s

　　．43窄＊

　　、24＊’

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一．59 累 ＊

　一．34 串 ＊

　一，13 ’ 串

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ．37串＊
　　．12”

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ．20“Pt

n ＝596
’P＜ ．05，　曜 “1）＜ ，D1
性別 は ， 男性・O，女性甲1 の ダ ミ

ー変 数で あ る

に の み負の 相 関を示 し た の に対 し ， 悩み は全て の 援助

要請 との 問 に 正 の相関を示 した 。

共分散構造分析 に よるモ デル の 検討

　最後に ， 各要因の 階層関係 を考慮 した上 で ， それ ぞ

れ の 援助要請意図に 対 す る影響 を検討す るた め ， 共分

散構造分析 に よ る モ デ ル の検討を行 っ た 。
モ デル で は

まず ， ダ ミー変数で あ る性別を ， 外生変数 と し て設定

し た 。続 い て ，家族サ ボー ト と友人 サ ポー ト を， 次に

自尊感情 の 脆弱性 と自尊感情を設定 し ， そし て悩み ，

それ に続い て抑 うつ を設定 し， 最後 に従属変数 と して

各対 象 に対 す る 援助要請意図を設定 した 。性別 を除 く

変数 は全 て ， 尺度得点を観測変数 として 用い た 。

　 ま た 先行研究で は，家族サ ポート と友入 サ ポー トの

間 （嶋，1992），自尊感情 と自尊感情 との 脆弱性 の 間 （松

凪 2006）に関連が 報 告 さ れ て い る 。 さ ら に ， あ る対象に

援助を求め る者 は，別の対象に対 し て も援助 を求め や

す い こ と が 明 らか に な っ て い る （Sch。 nert
−Reich ＆ Mul −

ler，1996）。以上 の傾向 は ， 本研究 の 単相関 の 分析 に お い

て も見 られた こ とか ら， 家族 サ ポ
ー

トの 誤差変 数 と友

人サ ポートの誤差変数の 問 ， 自尊感情の誤差変数 と自

尊感情の脆弱性の誤差変数の 間 ， 各対象に対する援助

要請意図の 誤差変数 の 問 に 相関を設定 した 。
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　 Figure　1 共分 散構造分析 の 結果

串
メ）＜ ．05，　
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誤 差分 散 の 値 に つ い て は省 略し た

性別 は ， 男性＝U， 女性＝1 の ダ ミ
ー変数 で あ る

パ ス に 示 され た 値 は 全 て 標 準化 パ ス 係数 で あ る
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　以上 の モ デル に対 し ， 共分散構造分析を行 っ た 。 有

意 で な い パ ス を削除しなが ら分析 を繰 り返 した結果 ，

最終的 1・1　Figure　1 の よ うな モ デ ル が 得 ら れ た 。
モ デ ル

の 適合度 は X2 ＝ 28，555 （p く ．01），
　 df ＝ 16，

　 GFI ＝ ．991，

AGFI 　・＝ 　．968，　 RMSEA ＝ ．036 で あ り， こ の モ デ ル は，

適合 し た モ デ ル で あ る と考 え られ る。

　まず ， 家族サ ポ
ー

トと友人サ ポ
ー

トは ともに，自尊

感情 に 対 して 正 の 影響 を与 えて い た。また家族 サ ポ ー

トは ， 自尊感情の 脆弱性 に 対して も負の 影響 を与 えて

お り，

一
方で 友人 サポー トは抑 うつ に負の 影響を与 え

て い た 。 自尊感情の 脆弱性は抑 うつ と悩 み そ れ ぞ れ に

対 し て 正 の影響 を与 え て お り ，

一
方で 自尊感情は抑 う

っ と悩 み そ れ ぞ れ に対 し て 負の 影響 を 示 し た 。 さ ら に，

悩み は 抑 うっ に 対 し て 正 の 影響 を与 えて い た 。性別 は
，

家族サ ポ
ー

ト，自尊感情の 脆弱性 ， 悩 み に対 し正 の ，

自尊感情 に 対 して 負 の 影響 を与 えて い た。

　 各変数 と援助要請意図 と の 関連 で は ， ま ず性別か ら

は ， 家族 へ の 援助要請意図に対 して 正 の ， 専門家へ の

援助要請意図に 対 し て 負 の 影響が 示 さ れ た 。 家族 サ

ポ ー
トは家族 へ の 援助要請意図 に 対 し て の み ，

一方 の

友人 サ ポ ー
トは友人 へ の 援助要請意 図 に 対 し て の み 正

の 影響 を与えて い た 。 た だ し，友人 サ ポ ー トは 専門家

へ の援助要請意 図 に対 して 負 の 影響 を示 した。また ，

自尊感 情は専門家 へ の援助要請意 図 に対 して の み 正 の

影響 を与 え て い た が ， 自尊感情の 脆弱性は い ず れ の 援

助要請意図に対 し て も影響を示 さ な か っ た 。 そ し て ，

抑 うつ は家族 へ の 援助要請意図お よ び友人 へ の 援助要

請意図 に 対 し て 負の 影響を与 え て お り， 悩み は全て の

援助要請意図 に対して 正 の影響 を与え て い た 。 な お ，

家族，友人 ，専 門家 の 各援助要請意図 に お け る R ：
の 値

は
， それ ぞ れ．35

，
．28

，
．06 で あ っ た 。

考 察

共分散構造分析の結果 ， ソーシ ャ ル サ ポー トの 自尊

感情 に対す る正 の 影響 （H ・ffman・et・al．，1988）， 自尊感情

の抑 うつ に対す る負の影響 （Lewinsohn 　et　al．，　1988 ）， 悩

み の抑 う つ に 対す る正 の 影響 （平井，　2001 ）な ど ， 先行研

究 と
一

致す る結果 が 示 さ れ た 。 性別の影響 も 同様 に ，

家族サ ポー ト （嶋，1992），自尊感情 （東 他，2001），悩み （平

井，200D に 対 し て，従来 の 知見 と一
致す る結果 が 示 さ れ

た 。

一
方，抑 うつ と性別 との 関連は．相 関分析 で は有

意 で あ っ た もの の ，共分散構造 分析 で は直接の 関連 が

見 られな か っ た 。 しか し こ れ は ， 先行す る 自尊感情や

ソーシ ャ ル サ ポー ト に よっ て ， 性別の影響が媒介さ れ

た た め と 考 え ら れ ， や は り先 行 研 究 の 知 見 （e．g．，

Allg。 od ．Merten，　Lewinsohn ，＆ Hops ，199D ） と一致す る も

の で あ る 。

　 こ の 抑 うつ と性別 との 関蓮 同様 ， 援助 要請意 図と各

要 因 との 関連 に お い て も，
’検定や単相関を用 い て 各

要 因 と援助要請意 図 との 関連 を個 々 に 検討 した場合 と，

各変数間の 階層関係 を考慮 し た共分散構造分析の 結果

と で は ，
い くつ か の 点に お い て 異な る結果が示 さ れ た 。

本研究で は こ の よ うな点を踏 ま え，各変数が援助要請

に 与える直接 の 影 響 に つ い て仮説を検討 した 。 本研究

で 設定 さ れ た 仮説 と，そ の 検 討 結果 と を ま と め る と

Table　 3 の よ う に な る。全体 と し て 各仮説 は概 ね支持

されたが ， 自尊感情の 脆弱性 と援助要請意 図 との関連 ，

お よび専門家 へ の 援助要請意 図 と各要 因との 関連に つ

い て は ， 仮 説 と反 す る結果が 多 く示 さ れ た 。 以下に ，

そ れ ぞ れ の 結果に つ い て 考察す る 。

ソ ーシ ャ ル サ ポー ト

　 家族サ ポ ー b と友人 サ ポ ートは ，単 相関で は と も に

家族へ の 援助要請意 図 ， 友人 へ の 援助 要譜意図 と有意

な相関を示 し た。し か し共分 散構造 分析 で は，家族サ

ポ ー トは 家族 へ 援助要 請意 図 に 対 し て の み ， 友人 サ

ポー トは友人 へ の援助要請意図 に対 して の み ， 正 の 影

響 を示 し た 。 ま た ， 専門家 へ の援助要請意 図に負の 影

響 を示 し た の は友人 サ ポートの み で あ っ た 。 以上 か ら ，

Table　3 本研究で 設定さ れ た仮説 と そ の 検討結果

仮説　 関連す る 変数
　　 仮説 の 内容　　　　　　　検討 結果

家族 　 　友 人 　 専 門家 　 家 族　 　友 人　 専門 家

仮 説 1　 家 族 サ ポ
ー

ト

仮 説 2　 友 人 サ ポ ート

仮説 3　 自尊感 情 の 脆弱性

仮 説 4　 白尊感 情

イ反説 5 　季匚卩う つ

仮説 6　 悩 み

十

十

十

十 †

OOxOOO OO

×

OOO

×

OX

×

×

○

仮説 の 内容 　十 正 の 影 響 ，

一
負の 影響 ， 空 欄

検討 結果 　O 仮 説 を支 持，X 仮説 を不 支持

影響 な し
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仮説 1 は概ね支持 され ， 仮説 2 も支持さ れ た 。 こ の よ

うに ， ソ
ーシ ャ ル サポ ー

トの存在 は ， それ ぞ れ の 資源

に対 す る 援助要請意図 を高め る こ とが 確認 さ れた。

　 また ， 友人 サ ポー トの 不足 は専 門家 へ の 援助 要請意

図 をわず か なが ら高め て い た。同世代 との 親密性が発

達課題 と な り ， 友人 か らの サ ポ ートが他の 資源 と比 べ

て 最 も高い （e．g ．，嶋，1992） 大学生 の 時期 に お い て は ，

援助要請で き る友入が 少な い 状況 は ， 専門家へ の援助

要請 に つ な が りや す い 可能性が 考 え ら れ る 。

自尊感情の脆弱性お よび自尊感情

　 自尊感情の 脆弱性 が，い ずれ の 援助要請意図 に 対 し

て も影響 を示 さ な か っ た こ とか ら ， 仮説 3 は支持 さ れ

なか っ た 。 近年の研究 に お い て は ， 援助 要請 に よ る ポ

ジ テ ィ ブ な 結果予期が 援助要請 を促進 す る
一

方 ， ネ ガ

テ ィ ブな結果予期 は援助要請に大 き く影響は し な い こ

とが 報告 され て い る （永井 ・新 井，2007 ；Shaffer，　Vogel，＆

Wei ，　20D6；V 。gel　et 　al．，2005）。そ の た め，援助 要請 に よ っ

て 生 じる自尊感 情 へ の 傷 つ き とい っ た ネ ガ テ ィ ブ な影

響 も同様に ， 実際は援助要請 に ほ と ん ど影響 しな い と

い う可能性が考 え られ る。

　
一

方で ， 自尊感情は ， 専門家 へ の援助 要請意 図 に対

して 仮説 と反 して 正 の パ ス を示 した 。 その た め ， 仮説

4 は部分的に支持さ れな か っ た 。 で は ， な ぜ こ の よ う

な結果が 示 さ れ た の で あ ろ うか 。 こ の 正 の 影響 は ， こ

れ まで の 研究 な らば，脆弱性仮説を支持す る結果 と し

て 扱 われ る もの で あ る。しか し本研究 で は ， 自尊感情

の 脆弱性 とい う変数 を自尊感情 と は別 に 設定 して い る

た め ， 脆 弱性仮説 に よ る 説明 が 適切 と は考 え に くい 。

　 今回示 さ れ た ような関連は ， む し ろ 自尊感情の別の

側面 を反映 して い る可能性が あ る 。 例 えば自尊感情の

構成要素に ， 自己 効力感が 挙 げ ら れ る こ とが あ る （成

田 ・下仲 ・中里 ・河合 ・佐 藤 ・長 田 ，
1995）。 そ し て ， こ の 自

己効力感が高 い 者 は，問題や課題 の 状況 に お い て も効

果 的な 行 動 の 遂行 が 可能 と な る （Bandura ，1977 ）。 そ の た

め ，自己効力感が 高 い こ とで ， 大 き な 問題 を抱 えた 際

に ，専門家 へ の 援助要請を 建設的 に 選 択す る こ とが 可

能 に な る と い う 可能性 が 考 え ら れ る 。 し か し な が ら ，

こ の よ うな説明可能性が ある と は い え ， 本研究の 結果

か ら は ， 自尊感情 と専門家 へ の 援助要請意 図 と の 関連

の メ カ ニ ズ ム を結論 づ け る こ と は で き な い 。そ の た め ，

自尊感情 をめ ぐる 問題 に つ い て は ， 今後 さ らに検討 を

加 える必要 が あ る。

　 し か し，少 な く と も自尊感情へ の 脅威 と い う側面 か

ら援助要請 を検 討 す る場合 ， 自尊感情 と援助要請 と の

単純な関連 を検討す る だ けで は十分で な い と考え ら れ

る 。 そ の た め ， 援助要請 と自尊感情 との 関連に関す る

従来の 議論を扱 う場合 ， よ り詳細な手続き に基づ く研

究 を行 う必要が ある と考え られ る。

抑 うつ と悩 み

　単相関 の 分析 で は ， 家族 お よび友人 へ の 援助 要請意

図 と悩 み と の相関 を除 い て は ， 有意 な が らも非常に低

い 値が示 さ れ た 。 しか し共分散構造分析で は ， 専門家

へ の援助 要請意図 と抑 うつ と の 間を 除く全 て に予測を

支持す る 影響が 見 ら れ ， 仮説 5 と仮説 6 は概ね 支持 さ

れ た 。 こ れ は ， 抑 うつ と悩み が 同時に モ デル に投入 さ

れ る こ と に よ っ て ，両変数 が 本来援助要請 に 対 して 持

つ
， 固有 の 影響 が 示 された もの と考え られ る。従 っ て ，

悩み は援 助要請 を促進 し， 抑うつ に伴 う無気 力や問題

対処意 思 の 低下は ， 援助要請を抑制す る とい う従来の

主張 （Garland ＆ Zigler，1994 ） は支持 さ れ た と い え る 。

　 し か し な が ら抑 うつ は，専門家 へ の 援助要請意図に

は影響 を 示 さ ず，友人 に 対 する援助 要請意 図 に 対 す る

影響 もわず か な もの で あ っ た。本研 究 で は ， 問題 の 深

刻さ，症状の 内，ニ ーズ の 側面 として 悩 み を ， 問題対

処意思 の 低下 の 側 面 と して抑 うっ を扱 っ た 。しか しな

が ら抑 うつ は ， 問題 対処意 思 の低下を伴 う と は い え ，

同時 に より深刻 なニ ーズ で もあ る 。 そ の た め ， 問題 の

深刻さ に よ っ て ， 専門家 に対す る援助資源 と し て の認

知が よ り高 ま り， 援助要請抑制の効果を相殺 し た 可能

性が ある 。 こ の 点 に っ い て は，今後抑 うっ を さ ら に 心

的苦痛 の 側 面 と，無気力 ， 絶 望感 な どの 側面 と に 区別

した上 で 検討す る必要 が ある と考 え られ る。

性差

　 彡検定の 結果 ， 家族お よび友人 へ の援助要請意図は

と も に 女性の方が高 く， 性別をダ ミー変数 と した 相関

分析で も ， 岡様の 関連 が 示 さ れ た 。 し か し ， 共分散構

造分析 に お い て は ， 性別 は友入へ の援助要請意図に対

し て 直接 の 影響 を示さず，家族へ の 援助要請意図 に 対

す る影 響 も非常 に 弱 い も の で あ っ た 。こ れ は，性別 の

もた らす援助要請 へ の 影 響 が ，援助 要請 に つ なが る各

変数 に よ っ て 媒介 さ れ た た め と考 え ら れ る 。 こ の こ と

か ら ， わ が 国 の 大学生 の 場合 ， 単 に 女性 で あ る こ と が

援助要請を直接高め て い る訳で は な く， 援助要請 に 影

響す る各変数の 性差が ， 援助要請 に お け る性差を もた

ら し て い る可能 性が あ る 。

　 しか しなが ら専門家 に対 し て は ， 女性で あ る こ と は

む しろ 援助要請 の 低 さ に 影 響 して い た。標準化パ ス 係

数 の 値 そ の もの は，家族 へ の 援助 要請意図 に 対 す る 影

響同様非常 に 弱 い もの で あ っ たが ，
こ れ は ， 従来 の 研

究結果 と異な る もの で あ る。 男性 の 方 が 専 門家 へ の 援
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助が高い こ と を報告した数少な い 例 として，アメ リカ

の 十代 の 子 ど も に 対す る研究が あ る （Wintre ，
　 Iljcks，

McVey ，＆ Fox
，
1988）。 こ の研究で の 性差 は ， 女性が 思春

期か ら成人期 へ 向か うに従 っ て ， 限 られ た イ ン フ ォ
ー

マ ル な仲間 と ， よ り親密な関係を 形成 し て い く過程の

反映で あ る と考察さ れ て い る 。 し か し な が ら この 点に

つ い て，実証的な検討 は行われ て お らず，十 分 な説明

力 を持 つ もの で はな い 。 また ， そ もそ もわが国で の大

学生 に お ける専門家 へ の援助 要請 は ，
こ れ ま で ほ とん

ど性差 が検 討 さ れ て い な い 。そ の た め こ の 点 に つ い て

は ， 今後 さ らな る検討が必 要で あ る 。

本研究の 限界 ， 今後の研究 へ の 示唆

　以 上 の よ う に ， 自尊感情 と援助要請 と の 関連，お よ

び専門家 へ の援助要請意図 に つ い て は，仮 説 と反 す る

結果 が 多 く示 さ れ，先行研 究 か ら導 き出 さ れ る理論 で

は 説明 が 十分 に 可能 で な い 部分 も多 い
。 特 に 専門家 へ

の援助 要請 は ， 家族 や友人 な ど， イ ン フ ォ
ーマ ル な対

象 へ の 援助要請 との 間で ， 関連す る 要因が 異な る だ け

で な く， R2 も非常に低 い 値 を示 し た 。 専門家 へ の 援助

要請に は ， 特有の規定因が 存在す る （R 。th｛ ＆ Leavey，

2DO6 ）と は い え ， イ ン フ ォ
ーマ ル な 対 象 へ の 援助 要請 と

の 間に こ の ような大 きな違 い が見 られた こ とは興 味深

い 点で あ る。今後 の 研究 に お い て は，援助 要請 の 対 象

も考慮 し
， 対象 に よ る メ カ ニ ズ ム の 差異 も検討し な が

ら研究 を行 う必 要が ある 。 また本研究 は ，

一
時点で の

調査 で あ るため ， 因果関係 に つ い て は断定で きな い
。

今後 ， 縦断的な調査 も実施 し ， 因果関係に つ い て も同

様 に検討す る必要がある 。

　 こ の よ う に ， 本研究は更 な る検討 の 余地 を多 く残 し

て い る 。 しか しな が ら本研 究の 結果 は，援助 要請 に 関

連す る 4 領域に お ける主要 な要因 を包括 的に扱 い
， 各

要因 の 階層関係 を考慮 した上 で 明 らか に さ れ た と い う

点 で 意義が あ る と言え よ う。 こ うした結果か らは ， 単

に援助 要請 と各要 因と の 個 別 の 関連 だ け に 注 目す る の

で は な く， そ れ ら相互 の 関連 も考慮 す る こ と の 必 要性

が示唆さ れ る 。 今後 ， 援助要請に 関する 理論の整理 ，

発展を目指す 上 で も ， こ う した 知見 を踏 ま え ， よ り詳

細な検討 を行 っ て ゆ く必 要 が あ る と考え ら れ る 。

　 最後に ， 今後 の 援助要請研究に お け る課題 に つ い て

述 べ る 。 本研究で は，知見 の 整理 と い う観点か ら ， 主

に 理 論 上 重要 と さ れ る 変数 を選択 し た 。 し か し こ の こ

と は ，
こ れ らの 変数 が 現実場面の援助要請 生起 に お い

て も，最 も重 要 な役割 を果たす こ と を意味 す る 訳 で は

な い 。例 えば，パ ーソ ナ リテ ィ 変数 と して は，外向性

や 内的作 業 モ デ ル な どが ， 個人 の 間題 の 深 刻 さ ， 症状

として は，不安 や対人 恐怖な どが ， 援助要請に お い て

重要 と な る 可能性 も十分 に考え られ る 。 従 っ て ， 現 実

場面 で の 援助要請生起に 重要 な変数 は何か とい う点 は ，

今後 も検討す べ き課題 で あ る。また，従来 の 援助 要請

研究 に お い て は，発達的視点 が含 まれた研究 が少 な い

と い う問題が あ る。しか し例 え ば ， 成人期 に お け る 愛

着の 研 究 で は，愛着 の タ イ プ が ス トレ ス 時 の サ ポート

希求行動に影響す る （e．g．，　Collins＆ Feeney，2000 ；Mikulln−

cer ，　Florian，＆ Weller，1993 ；Simpson ，　Rholes，＆ Nelliganl

1992 ）こ と が 明 ら か に な っ て お り，本研究で 示 さ れ た 家

族サ ポ ー
トと援助要請 と の 関連 は ， こ う し た視点 か ら

も理解 で き る可能性が ある．中学生や大学生な ど様々

な 発達段 階 で の 援助要請 が 検 討 さ れ て い る 現在 に お い

て ， 今後 こ うした発達 的な視点 か らも ， 研 究を行 っ て

ゆ く必 要 が あ る と考 え られ る。
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    Determinants of  the Help-Seefeing Jntentions of Universdy
              Students : Relatiens Among  Main  Factors
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 The  puxpose  of  the present  study  was  to investigate the relation  between  help-seeking intentions and

factors that have been considered  to be determinants of  help-seeking in previous studies,  including network

variables,  personality variables,  one's  own  symptoms  or  the  seriousness  of  one's  problems,  and  demographic

variables,  University students  (Ar==596) cempleted  a  questionnaire.  The  results  of  structural  equation

modeling  indicated that (a) the intention to seek  help from  friends was  related  to leve] of  concern,  depression,

and  support  from  friends, fo) the intention to seek  help from  family members  was  related  to level of  concern,

depression, support  from  family members,  and  gender,  and  (c) the intention to seek  help from professionals

was  related  to level of  concern,  self-esteem,  support  from friends, and  gender.

   Key  Words  : help-seeking, social  support,  self-esteem,  depression, university  students
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