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中学生 の 生活満足度 に関連す る ポ ジテ ィ ブ ・ イ ベ ン ト

イ ベ ン トの 項 目収集 と相互影響関係の検討

吉　武　尚　 美
＊

　青年が H 々 の 生 活に どれ だ け満足 し て い る の か ，そ して ポ ジ テ ィ ブ な経験 と 生活 へ の満足感 と の 因果

関係に つ い て の 検討は行わ れ て い な い 。本研 究 は ， 巾学生 に と っ て 快感情を生起 させ る N常の イベ ン ト

（ポジ プ ィ プ・イ ベ ン ト） を調 べ
， そ うしたイ ベ ン トの 蓄積が生 活全般 へ の 満足度 に 与 え る 影響 を検討 した 。

2 週 間 の ダイ ア リー調査 脚 ＝20） に よ り ポ ジ テ ィ ブ ・イベ ン ト を 収集 し
， 数 ヶ 月 の 間隔 を お い た 2 回 の

パ ネ ル 調査 （N − 76：S） に よ り ポ ジ テ a プ・
イベ ン トと生活満足度 の 影響関係を検討 した 。 そ の結果，ポ ジ

テ ィ ブ ・イベ ン トは友人 と一
緒 で もひ と りの と き で も起 こ り ， また イ ベ ン トの 内容 に よ っ て 快感情 の 程

度が 異 な る こ とが 示 さ れた 。 2 時点の データ解析に よ り， ポ ジテ ィ ブ ・／ ベ ン トと生活満足度 に 遅延 パ

ス を引い た モ デ ル の 適合は良好で，き ら に 互 い の 交差遅延 パ ス を引 い た モ デル もデ
ー

タ と適合 した。交

差 遅 延 パ ス の 推定 値 は 小 さ い も の の
，

ポ ジ テ ィ ブ ・イベ ン ト と生活満足度 の 時問的安定性を考慮 し た 一L

で ，相互 の 影響 関係 が 否定 されな い 結果が得 られた 。 中学生 の 生活満足度を高め る た め の介入 の 方向性

に つ い て 論 じた 。

　 キ ーワ ード ：生活満足度，ポ ジ テ ィ ブ ・イベ ン ト，楽 観性 ，中学生

問題 と 目的

　現 代の 中学牛 が様々 な 心 琿 社会 的 な 圧 力 に悩 ま さ れ，

危機的 な状況 に ある こ と は 明 らか で あ る。例 え ば，
2007

年度 に 中学校 を 30 日以上欠席した i
．
不登校」の 中学生

は 1  万人 を超 え （文部 科 学  一 II19 年度学 校 墓本 調 査 」〕，

2｛〕06 年 の 学生・児童 の 自殺 者数 は 過去最高 に 上 り （警察

庁 IH17 年 中 に お け る n殺 の 概 要 資 料」）， 2    7年 の 疫学 調査

で は大 うつ 病性障害の診断率が 中学 1年生で大人の 有

病率 と ほ ぼ 同 じ 4．1％ で あ る こ とが 報告 さ れ て い る （傳

ra，2007）。し か し な が ら
， 病 理 的尺度 を 用 い た 研究 が 進

む
一

方 で ， 専門的介入 に は至 らな い まで も， 学業 成績

や 友人
・家族 関係 に 悩み な が ら な ん と か 学校に 通 う者

た ちが ，毎 口 の 生活 に ど れ だ け満足 し，周囲 の 環 境 と

積極的に 関わ りあ い なが ら 生 きて い るか に つ い て の 情

報は極 め て 少な い
．

　従来の 臨床心理学が脆弱性や リス ク を抱 えた者を発

見し早期 に 介入 す る こ と に 主眼 を置 い て き た こ と を反

省 し （LarsOn ，2UOO ）， ポ ジ テ ィ ブ心 理 学 とい うア プ ロ ー

チ は 個人 の 強 さ や 肯定的 な特性の 育成 を 通 し て精神的

不 適応や 問題行動 の 予防 を目指す （Seligman ＆ Csik．

szentluihalyi ，2000 ）。 ま た ， 青少年の精神的健康 の 向上 や

tk
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維持の た め に ， 問題解決や症状除去 とい う対策 を進め

る と同時に，彼 らが よ り よ い 環境 の 中で 生き る こ との

喜 び や 満足 を 積極的 に 抱 く こ とが で き る よ う な 支援 の

重要性 も指摘 され て い る　（Roberts，　Brown ，　 Johnson，＆

Reinke ，　ZOO2）。

　生活 の 真 の 豊か さ や幸福感 を重視 す る立場 か ら，ク

オ リテ ィ
・オ ブ ・ラ イ フ （Quality〔，f　Life：以 ド QOL ） と

い う概念 が注目 さ れ て い る。QOL と は 「い か に 生活 し

や す い 環境 に あ る か 1 を示 す ， 居住空間 ， 余暇時間 ，

文化的環境 の 充実度な ど の 客観的・社会的指標 と，「い

か に よ く生 き て い る か 」 を 示 す，個人 に よ る 生 活 や 人

生 の 評 価 を重視 す る 主 観 的 ・心 理 的 指標 か ら成 る

（Diener ，2006 ＞。 そ し て ， 心哩的指標の
一

つ が主観的幸

福感 （Sublective　Well −Bcin9．　Diener ，198・1｝ で あ り ， 自分

の 生活 に ど れ く ら い 満足 し て い る か を評価 す る認知 的

要素 と
， 快感情 お よ び 不快感情 と い う感情的要 素 で 構

成 さ れ る。特に生 活満足度は，刻 々 と変動 し うる感情

と比 べ て 安定 して お り　（Di〔
・
ner ＆ Diener，1996），主観的

幸福感 の 中核概 念 と さ れ て い る （Gilman ＆ Huebner 、

20e6）。

　 青年期 の 生活満足度 に 関連 す る要 因 は 次第 に 明 ら か

に な っ て い る 。 例え ぼ
，

生 活 満足度 が 低 い と，薬物，

飲酒 ， 喫煙 （Zullig，〉註IQis，τTucbncr ，　Oel枷 ann 、＆ Drane ，

2001 〕な ど健
．
康 に 害 を及ぼす行動や，暴力 （Val・is，Zullig，

Iluebner，＆ Drane，2001）， キ レ や す さ （小林 ・加藤，20e2｝，
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抑 うつ ・孤独感・校則違反　（McKnigbt ，　Lluebner，＆ Suldo，

2。。2） と の 関連性が高 い こ とが指摘 され て い る 。 反対

に
， 生 活満足度 が 高 い 者 は健 康的 な 生 活 を す る傾向 に

あ り （Frisch，2【｝〔〕0），内的統制感 ， 自尊心，外向性 ，内

的動機づ け （Huebner ，199ユa ），自己効力 Pt　（Greenspoon ＆

Saldofske，2001 ）， 向社会性 （Gi】man ，2   1＞ が 高い こ と が

示 さ れ て い る 。

　 こ の よ う に 青年の 望ま し い 行動や特性 と関連の あ る

生活満足度 を規定す る要因 として ， 米 国 で は年齢や学

年，性別 ， 親 の 職業 と い っ た人 口統計 学的な変数 は弱

い 相 関 し か 認 め ら れ て い な い （Girman ＆ Iluebner ，

20e3）。と こ ろが ， 日本 の 中学生 を対 象 に QOL を 6 つ の

領域 （身 休 的健康，情 動 的健康，自尊感情，家 族，友 だ ら，学校 生

活 ）で 調 査し た と こ ろ，領域に よ っ て は学年差や性差が

見 られ，合計得点 も学 年が 上 が る に つ れ て低 くな る こ

とが 示 さ れ た 傑 田 ・松嵜 ・根本 ・松村，20e4）。 た だ し
，

こ

の研究で 用 い られ た尺度 は因子構造の妥当性な どの検

証が十分 に 行わ れ て お らず，生活全般 に つ い て の 主観

的評 価 そ の もの を尋 ね る項 日はな い 。そ こ で ，海外 で

実証 が進 ん で い る 青年期 向 け全般的満足度 尺度 を使 用

す る こ と に よ 9 ，
こ の概念に 見 ら れ る社会 文化的な 違

い を明 らか に で き る と と も に ， 目本に お ける青年期の

QOL 研究が さ らに 進展 す る こ とが期待 さ れ る。

　 生活満足度 と ライ フ イ ベ ン トの 関係 に つ い て
，

ボ ト

ム ア ッ プ理論 （Diener，　1984〕は ポジ テ ィ ブな経験 の蓄積

が 生活満足 度を高め る と主張 し，パ ーソ ナ リ テ ィ が 一

定 の 満足 度水準 を規定 す る と い う トッ プ ダ ウ ン 理 論

（C 。 sta ＆ McCrae ，　198e）を補完 す る モ デ ル として検討 さ

れ て い る （Brtef，　Butcher，　George，＆ Link，1993 ）。 また ，

ポジ テ ィ ブな経験か ら生じ る快感情は個人 の 思考や行

動 の 選択 の 幅を広 げ，健康や対人 関係，知 的能力 な ど

の 資源 を構 築 す る と い う 主 張 も あ る （FredricksOll，

2001 ）。 し たが っ て ，ポジ テ ィ ブ な経験が 青年の 健全な

成長 に 果 た す役割 に つ い て ，パ ー
ソ ナ リ テ ィ に よ る 影

響 を考慮 し た上 で 実証 を進 めな ければ ならない
。 実際 ，

McCullough ，　Huebner ，＆ Laughlin （2000＞ は ， あ ま り

頻繁 に は 起 こ らな い 大 き な ラ イ フ イ ベ ン ト と 口常的に

起 こ る イベ ン ト に つ い て，そ れ ぞ れポ ジ テ ィ ブ と ネガ

テ ィ ブ な も の を挙 げた と き，ポ ジ テ ィ ブ な 日 常 的 イ ベ

ン ト 制 ：友 だ ち と 話 を した ，趣 味 を楽 しん だ ） は高校生 の 生

活満足度の 予測 に お い て 自己 概念 と同程 度 の 説明力 を

示 し ， ポ ジ テ ィ ブ な
一

大 イベ ン ト （例 ：親が 再 婚 した ） や

ネ ガ テ ィ ブ な イベ ン ト全般 （例 ：家族が 亡 くな
一
J た ，外 出を

禁 じ られ た〉 は有意な 予測変数 で はな か っ た とい う知見

を得て い る 。 凵本 の 大学生 を対 象 に し た調査 で も， ネ

ガ テ ィ ブ な イ ベ ン ト を経験 し て も ， ポジ テ ィ ブな R常

的イベ ン トを経験す る こ とで ス トレ ス 反応が 軽減さ れ

る可能性が 示 唆さ れ て い る 〔外 山・桜 井，1999 ）。し か し な

が ら ， これ ら の研究 は横断調査 で あ り ， ポジ テ ィ ブな

ラ イ フ イベ ン ト と生活満足度や精神的適応 と の 因果関

係は 明 ら か で は な い 。テ ス トの 点が 上 が る，友だ ち と

一
緒に 出 か け る，な どの ［1常 の ささ い な良 い 出来事で

中学生 は ハ ッ ピーに な り， そ うした経験 の 積 み 重 ね で

生活 へ の 満足 度が 高ま る と想像さ れ る 。 同時に ， 生活

満足度 の高 い 者は環境 に 対 して 積極的 に働 きか け，よ

り多 くの ポ ジ テ ィ ブ ・イ ベ ン トを経験す る と も考え ら

れ る。口常の ポ ジ テ ィ ブ な経験 と生活満足度の 因果 関

係 を検 討す る 縦断的調査 が 必要 で あ る。

　一般に ， 幸せ な人に は楽観的な人が 多い と言わ れ る

（Seligman，1991）。パ ーソ ナ リテ ィ 特性 と し て の 楽観性

は ， 将来は良 い こ と ば か りが 起 こ り， 悪 い こ と は ほ と

ん ど起 こ らな い とい う将来 へ の 明る い 期待を持つ 傾向

と定義さ れ （Echeier＆ Carver，1992 ），青年期 の 生活満足

度 との 関連 が 示 さ れ て い る（Ben−ZU 「，2eo3）。一
方，楽観

的 な人 は悲観的 な人 よ りもポ ジテ ィ ブな経験 を しやす

い か も しれ な い
。 そ こ で ポ ジ テ ィ ブ な イ ベ ン ト と生活

満足度 の 影響 関係 を検討す る上 で は，両者 と関連す る

と考 え られ る楽観性 を考慮す る べ き で あ る と考 え た 。

　 と こ ろ で ， 青年が 幸福感 を抱 く状況を詳細に調査 し

た研究が ある 。 Csikszentmihalyi＆ Hunter （2Do3） は，

経験抽出法 を用 い て 中高校生 の 1週間 を追跡 した結果 ，

学校 で ， そ して 仲 間 と多 くの 時間を過 ごす者ほ ど幸福

感 が高 い こ と を見出 して い る 。 しか し ヒr本で は，中学

生が ど の よ うな場面 で 幸福感を抱 くの か に つ い て の 検

討 はされ て お らず ，
こ の 知見が 日本の 中学生 に適用さ

れ る の か 明 ら か で な い
。

　 こ れ ら の 課題 に対 処す るた め ， 本研究 で は 2 つ の 調

査を実施 した。研 究 1 は ， 中学生が 日常生活で 出会 う

ポ ジテ ィ ブな イ ベ ン トを 自由記述に よ り収集 し た 。研

究 2 で は ， 子 ど も 向け全般的生活満 足度 尺 度 で あ る

Students’Life　Satisfacti（m 　Scale （SLSS ； HuebIlcr，

1991b ）を翻 訳 し，また研究 1 の結果 か らポジ テ ィ ブ・イ

ベ ン ト・チ ェ ッ ク リス トを作成 した上 で ，ポ ジ テ ィ ブ・

イ ベ ン トの 経験頻 度 と生活満足度 の 相互影響 関係 に つ

い て ， 楽観性 を統制し た 上 で 検討 し た 。

研 　究　 1

目　的

　日々 の 出来事や感情を簡便で 効率 よ く記録 で き る ダ

イ ア リー手法 （Duncan ＆ Grazzani −Gavazzi，20U4）を用 い

N 工工
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て
， 中学生 が 平福感を抱 く状況 や そ の 時の感情 に つ い

て ， 具休的で 詳細な情報 を得る。

方 法

　2〔〕〔｝7 年 1月〜 3 月 に ，著者 の 知人 を通 して都内 の 中

学生 60人 に 調査 を依頼 した。ダイ ア リー（B5 版 の
’
っ 折

り）の最初の 3 頁に は記入説明や 記入例 ， お よ び年齢 と

性別，ダ イ ア リーを 手 に し た 目付 の 記 載欄 を設 け，続

い て ダ イ ア リーを 2 週 間分 （14頁 ）用意 し た 。ダ イ ア

リー
へ の記入 は 1うれ し か っ た 事や 楽 し か っ た事」が

起 きた H の み で あ り，そ の と き の 状況 をで き る だ け詳

し く書 く と と もに ， 典型 的な 6 つ の快感情 （う れ し い ・

お もし ろ い 。楽 し い ・満 足 ・や さ しい ・好 き；Duncan ＆ Grazzani．

Gavuzzi、2DOD を 感 じた 程．度 を 5件法 G ：全 く感 じ な い 〜5 ：

とて も 感 じ k ） で 評定 を求 めた。何頁記 入 した か に か か

わ らず ， ダ イ ア リーを手 に し て か ら 2週 間後に 調査 を

終了 し，郵送で提出 して も ら っ た 。 記入説明 の 中で ，

何頁 書 い た か は気 に しな い こ と，ダイア リ
ー

を書 くこ

と が難 し くな っ た り ， 続け た くな くな っ た 場合に は い

っ で もや め て い い 旨 を 記載 し た 。

結 果

　 2〔｝人 幌 了 8人 ，女 子　12人 ；平 均 年齢 135 歳 ） か ら合計

154件 の ポジテ ィ ブ・
イベ ン トが 得 ら れ た 。出来事が起

き た 場所 を 「家」， 「学校」，「公 共 の 場 」 に 分類 し，

緒だ っ た相手 に つ い て は 「ひ と り」，「家族 」， 「友人」，

「異性」の 4 つ に分類 した （D しtncan ＆ Grazzani−Gavazzi．

2004）。快感情 は 回答 に 従 っ て 集計 し た 。

　 イベ ン ト記述数 は 2週 間 で 平均 7，4 件 で あ っ た。同

じ期 間 の 調査 で ， イ タ リア と ス コ ッ トラ ン ド の 大学生

か らは平均 それ ぞれ 7件 と 13件の 記述が 得 られ て い

る （Duncan ＆ Grazzuni・Gavazz ｛，2｛川 ）e 本研 究 の 対 象 と

な っ た 中学生 は約 2 日 に 1度 の 割合 で 楽しい 出来事 を

経験 した こ と に な り，楽 し い ，うれ し い と感 じ る出来

事 が 日常的 に 起 き る こ とが 示 唆 さ れ た 。

　 ポジ テ ィ ブ ・イ ベ ン トが 起 き た 場所 と そ の 時 緒 に

い た 人 を ク ロ ス 集計表に 示 した 〔Tuble　1）。場 所 で は中

Table　1　ポ ジテ ィ ブ・イベ ン トが起 きた場所 と他者 の

　　　 丁了無 と の ク V ス集吾十表

学生が 1 凵の大半 を過ごす 「学校」 が ほ ぼ半数 を占め

（48．4％ ｝，娯楽 e商業施設な どの 「公共 の 場 」（Z6．8％ ｝と

「家 1（2・1、2％）が 残 りを 2 分 し た 。 そ の 時に
．一
緒 だ っ た

入 は ， 「友人 や部活動の 先輩」が 最 も多 く 〔4認 知 ， 「ひ

とり」の と き （36．6％ ）， 「家族」（14．4％ ），「異性」（2、6％）

が 続 い た 。

　次 に ， 内容分析 に よ り類似 した記述 をま と め た と こ

ろ ， 11個の 出来事カ テ ゴ リーが 得 られ た 。 そ こ で，そ

れぞれ の カ テ ゴ リーで 快感情を どの 程農感 じた か を調
「

べ た。Figure 　／ は 6 つ の 快感情の 各 平 均値を合計 し た

値
1

（快感 隋価 ： 範 囲 は 5〜30 点） を出来事カ テ ゴ リー
別 に

表 し て い る 。 快感情価が 最 も高 い の は好 き な 人 との 出

来事 （「異 「生 D で
， 「友人 」を 1：回 っ て い る。ま た

， テ レ

ビ を見た り外 出をす る と き（余暇」），欲 しい 物 を買 っ た

りお 小遣 い を もらうな どの物負的欲 求が満 た さ れ た と

き （「物質 的充足 D も快感情価が 高い
。 読書や音楽を楽 し

んだ り 〔「趣味二），「学校行 事」，「ス ポ ーツ 1や 「課外活

動」， 家族 と過 ご す ひ と と き （「家族一〕も， 幸福感 を抱 く

場面で あ り，反対 に ， 「勉強」を し た り学校や 部活が 休

み で ゆ っ くり し て い る と き （
一
休 養」） の 快感情は あ ま り

高 くな い 傾向が 認 め ら れ た
。

研 究　 2

目　的

　日常 の ポジ テ ィ ブ。イベ ン トと生活満足度 の 影響関

係 に つ い て 楽観性 と い うパ ーソ ナ リテ ィ 特性 を統制 し

　 　 占

30．Ottt’

25．O

20．0

15 ．0

「0．0

5．0

他者 の 育無

家 族 　 友人 ・先輩 　 ひ と り　 異性 　 　合 手「

ρO
休

養

勉

強

家

族

課

外

活

動

ス

ポ
ー

ツ

学

校

行

事

趣

味

物

質

的

充
足

友

人

余

暇

異

性

価情感快た見に別
一リゴテカ事来出1 U

．
19F

場 　学校 　　　　　　 35・3
　 公 共の 場 　 　ts 　 　 　 7、2
旬1　家 　　　　　　　5．9　　　　3、3

12、4　　　 0 ．ア　　　 48　塩

98 　　 L3 　　 2b ．8
14．4　　　　〔｝．7　　　　24　2

合計 　 14．445 ，8 ；監6．6　　　2．6　　　99．4

数値 は ％。分類小 明 1 件。

］

　 6 つ の 快感情の 回 答 に つ い て 爭成分 分析 を行 っ た 結 果，第 1

　雫 成分 の 固有値 は 2．73 で あ り，す べ て の 快 感情 が十 分 な 負荷

　量 を貫 ち （．40〜．呂  ，囚子 寄与率 は 45 ．48％で あっ た。ま た，α

　係数 は ．75 で あ っ た た め，こ れ らの 6 っ の 感情評 定 を 1 次 元 尺

　 度 と み な して 合言「得点 を算 出 した 。
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た上 で 検討す る 。 ポ ジ テ ィ ブ ・イベ ン トを 多 く経験す

れ ば生活満足度が高 くな る と「司時に，生活満足度が高

い 者 は ポ ジ テ ィ ブ ・イ ベ ン トを多 く経験 す る だ ろ う と

い う双 方向の 影響関係 を検証 す る。

方 　法

　調査対象者 と手続き　 2008年 7 月 と 9 月〜10 月の

2 回 ， 東京都 と栃木県 の 公立 中学校 2校の 全 生徒を対

象 に 自己記 入式 の 質問紙調査 を実施 し た 。学級担任が

質問紙の配布 ， 回収 を行 っ た 。 2 回 の調査 で は同じ調

査尺度を使用したが ， 回答へ の慣れ をで きるだ け抑え

る た め，尺 度の 順 序を変え て提示 し た e2 回 の 調査 の

回答を照合 させ るた め ， 質 問紙 に は学年 ・組 ・出席番

号の 記 入 を 求 め た 。 質問紙の 冒頭 で ， 守秘義務 を約束

す る と と もに ， 質問に答え た くな けれ ば記入 し な くて

良 い こ と，答えた くな い 質 問 は飛 ばして構わ な い 旨を

記載 した 。
2 同の調査 の どち らか に 参加 しな か っ た者 ，

回答に 不備が あ っ た 者を除き ， 763人 （1 年生 256人 2年

生 257人 3年生 250 人 ；男子 378人 ，女子 365人 〉 の 回答を分

析対 象 とした。

　使用尺度　 1 ．生活満足度 　Students’Life　 Satis−

faction　Sca］e （SLSS ；Huebner ，1991b ） は，小学 3 年生

か ら高校 3年生を対象に 生活全般 の 満足度 を閊 う 7項

目の 尺度で あ る、著 者が原文 を 日本語 に 訳 し，著者 の

バ イ リ ン ガ ル の 知人 が バ ッ ク ト ラ ン ス レ ーシ ョ ン を

行 っ た 。 英訳文 と原文 と を照合 し て 日本語訳 を修正 し

た 後，日本 語版 SLSS 尺度 を 作成 し た。尺 度 項 目 を

Table 　2 に 示す。

　 回答者 は ， 「あなたが こ の 2〜 3週 間の 生活 に つ い

て ， ど の よ うに 思 っ て い た か を お た ずね し ま す」 と い

う教示 の も と で ， 各文 に ど の 程度同意す るか を 「6 （と

て も思 う ）」か ら 「1 （ぜ ん ぜ ん思 わ な い ）」の い ずれ か で 答

え る 。 7項 目の 回答 （逆 転項 H は変 換後 ）を合計 し ， 得点

Table　2　日本語版 SLSS 尺度 の 項 目 と因子分析結果

項 目

1 ．自分 の 生氾
．
は うま くい っ て い ます

2 ．自分 の 牛 活に満 足 し て い ます

3 ，今 の 生 活 の 中 で 変 え た い と思 う こ とが た く さ ん

　あ りま す （R ）

・1 ．ちが っ た 生活が で きた ら い い と思 い ます 　（R）

5 、楽 しい 毎 目 を送 っ て い ま す

6 ．自分 の 生活 で 欲 しい もの は 持 っ て い ます

7 ．自分 の 生活 は ほ とん ど の 子 よ り も い い で す

　　　　　　　　　　　　　　　　　 固有値

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 説明．率

因子

負荷

．84
．85

一．50

一．52
．73
．54
．523

， 343
，34％

が 高 い ほ ど生活全般 へ の満足度が 高い こ と を意味す 翫 、

生活満足 度 （SLSS ）得点 の範開 は 7点か ら 42点で あ

る。

　 2 ．ポジ テ ィ ブ ・イベ ン ト　 研究 1で 得 られ た ポジ

テ ィ ブ・イベ ン トの 11 個 の 出来事カ テ ゴ リーか ら そ れ

ぞ れ記述 の 多か っ た もの を主 に 2 つ ず つ （「異 性」・「学 校

行事 1・「ス ポーツ」・「物質 的充 足 」か ら 1 つ ずつ ，i友人 1か ら は

3 つ ）選ん だ結果 ， 米．韓日の 大学生 を対象 に 作 られた イ

ベ ン ト尺度 COishi，Diener 、　Ch ・ i，　Kim ・Priet・ ，＆ Ch 〔）i，　Z｛）07）

と同様の 内容が得 られた。 こ の 研究 か ら 3 つ の イ ベ ン

ト を加 え て イ ベ ン トに内容の 幅を持た せ ，合計 22個の

イベ ン トか ら成 る中学生版 ポ ジ テ ィ ブ ・イ ベ ン ト ・

チ ェ ッ ク リス トを作成 した。Table　 3 に IL凵旧 調 査時

（Tl＞の項目を示す 。 2 回 目調査時 （T2）に用い た イ ベ

ン トリス トは Tl の 項目 に 若干 の 修正 を加え，23 個の

イベ ン トを使用 し た。回答 は ， 各 イベ ン トの 経験頻度

に つ い て 「2 （よ くあ っ た ）1， 「1 （と き ど きあ っ た ）」， 「0

　（ぜ ん ぜ ん な か っ た ）」の い ずれ か で ある。な お ，イベ ン ト

に つ い て の 主観的 な評価 （うれ しか っ た，何 も感じ な か っ た，

な ど）は ， 同様に 主観的な評価で あ る 生活満足度 と交絡

す る可能性が あ る た め ，本研究で は先行研 究 に 従い （例

え ば，McCuhough 　ct　aL ，20DD）， 出来事の経験頻度 の みを

尋 ね ， 全項 日 の 回答 を合計 し た 値 を ポジ テ ィ ブ ・イ ベ

ン ト （PE ）得点 と し た 。

　 3 ．楽観性　改訂版楽観性尺度 （坂本 ・
田 中，2〔1〔〕2；Life

Orientation　Test　Revised 〔T．OT ．R），　 S　cheier ，　 Carver，＆

Bridgcs，19．　94）は楽観 「生と 悲観性 を評価す る 尺度で （楽観

性 と 悲観性 の 項 目が 3 つ ず つ ，フ ィ ラ ー項 目が 4 つ ），各項 目へ

の 同意程度に つ い て ， 「5 （とて も思 う）」か ら 「1 （ぜ ん

ぜ ん 思わ な い 〉」で 回答 を求 め る 。 項 目は 「は っ き りしな

い と き で も ， ふ だ ん私 は 最 も良 い こ と を 期待 し て い

る 」， 「良 い こ とが 私 に 起 こ るなん て ほ とん どあ て に し

て い な い 」 な どで あ る。

　 Tl データ に っ い て LOT −R 　6項 目に 対 し最尤法プ

ロ マ ッ ク ス 回転 に よ る 囚子分析を実施 し た と こ ろ
， 坂

本 ・田中 （2002 ） と同様 の 2 因子解が 得 られ た 。 楽観性

得点 の 算 出 は先行 研究に 倣 い
， 楽観性を尋ね る項 日は

そ の まま， 悲観性の 項目は素点を逆転 し て 合算 し，得
’
点 が 高 い ほ ど楽観的傾向が 高 くな る よ うに し た 。 こ の

と き の α 係数は T1 が ．48，
　T2 が ．55 で あ り， 1項 目

　（「何か 私 に と っ て うま く い か な くな る 可 能 性 が あ れ ば，そ れ は

き っ とそ う な る も の だ 」）を除 くと T1 が ．52，T2 が ．54 で

あ っ た た め ， こ の 項 目 を 除 い た 5 項 目 の 合計 を楽観性

　（LOT −R ）得点 （範 囲 は 5点一・’2r，点 ） と し た。
T1 データ を使 用。（R）は 逆転項 目 を表す 。
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Table　3　中学生版 ポ ジ テ ィ ブ ・
イベ ン ト

・
チ ェ ッ ク 「丿ス トと

　　　　イ ベ ン ト体験率 （T1＞

イベ ン ト　（Tl ） 体験率％

69115257488

ユ

0267923340

　

　

2

　

　

211

　

　

1
ー

工

　

1

　

11

　

⊥

12

友 だ ち とお も し ろ い 話 を し た

テ レ ビ番絹 が お も し ろか っ た

友 だ ちが 親 切に し て くれ た

勉 強 を し て 今まで 知 ら な か っ た こ とに 詳 し くな っ た

学 校行 事 で ク ラ ス の み ん な と も り上 が れ た

好 き な ス ポ
ー

ツ を 楽 し ん だ

友 だ ち と一緒 に遊 び に 出か け た

や りた い こ と （ゲ・一ム 、読 書 な ど〉 が 思 い 切 りで きた

部活で 思 い 切 り練習 した

家族 と 　
．
緒 に 外 出や 外 食 を し た

運動や 楽器 な どが 以 前よ り も ｝t達 し た

欲 しい もの 〔洋 服・CD ・本な ど） を 買 っ た

学校 や 部 活が 休 み で ゆ っ く りで きた

テ ス トの 点が 良か っ た

周 U の 人 か ら外 見 や 才能 をほ め ら れ た

友だ ら に 相談に の っ て も ら っ た り、励 ま し て も ら っ た

地域 の 人に 親切 に して もら っ た

好き な 異 性 と話 を した

部活 の 試合で い い 成 績を 残 した

数 ト［前か ら の 休 調 不良 が 回復 した

学校 を休 ん だ ら家族 や 友 だ ち が とて も心 配 して くれ た

家族 で
一

緒 に ゲ ー一ム な ど を して 遊 ん だ

93363322D291044389

⊥

045

408398

了

776411932430

呂

65

998877

了

777777666544333

注 ：T2調 査 で は，表 中 の 3 項 目 （5，1U．19）を 削除 し，夏 休 み 特 有 の イベ ン

　 　 トを 含 む 4項 目 を追 加 し た ：海や 山 な ど 自然 の 中で 過 ご した ；地域 の

　 　イペ ン ト （ボ ラ ン テ ィ アや お 祭 りな ど） に 参 加 した ；友 だ ちに 頼 りに

　 　 され た り，必 要 と され た ；困 っ て い る 人 を助 け た ら感 謝 され た 〉

結果 と考察

　 2 つ の llr学校で 生 活満足度 （SLSS）得点に違 い が な

か っ たため （T ユ：t＝．84，　p ＝．40 ；T2 ： t −一．22，p −：．82），分

析 に は 2 校を合算 した データ を便用した 。

　子 ども向け全般的生活満足度尺度の 特性　 口本語版

SLSS の 尺度特性を検証 す る た め
，

ま ず T1 デ ータ を

用 い て 主成分 分析法 に よる因子分析を行 っ た と こ ろ ，

1 因子構造が 確認さ れ た 。 次 に ， 信頼性係数 α は ．76 で

あ り，先行研究 と 同等 の 値 で あ っ た （例 え ば Terry ＆

iluebner 〔⊥995） は α
＝．73）。日本語版 SLSS の 尺度項 口

の 因子 負荷 量 と 説 明率 を Tab 工e　 2 に 示 す 。 ま た ， 2

〜 3 ヶ 月後の 唐テ ス ト信頼 性 は F ．63 で
， 米 国 の 中

学生 に 実施 し た 1 ヶ 月後 の再テ ス ト結果 と同 じ値が得

られ た （Gilman ＆ Huebner ，1997｝。

　生活満足 度得点 の 分布　SLSS 得点 （T1 ）を項 EI数で

割 っ た値 〔』4 ＝3．58，SD ＝〔｝．85＞は ， 米 国 の 中学 生 の 得点

（」M − 4．15，SD ．
−
1 ユ・1 ；Suldo ＆ Huebner 、2 04）　よ り低 く，

そ の 差 は 効 果量 か ら 中程 度の 大 き さ で あ り （ド 1D．42，

P 〈 ．DI ；d
− ．59），韓国 の 中高生 （．n・f；3．3．　O，　SD ＝e．82 ；Park

＆ Tluebner，2005） よ り高 くそ の 差 の 程 度 は や や 小 さ い こ

とが示唆 さ れ た （t＝5．7S，　p〈．01 ；d ．．33＞o

　次 に ， SLSS 得 点 （Tユ） の 性 別 と 学年 別平 均 を 求 め，

Tab 且e　4　SLSS 得点 （T ⊥） の 性別 ・学年別の平均値 と分散分析結果 （N − 763）

1 年 2年 3 年

男 　　　女 　　　男 　　　女 　　　男 　　　女

二13工］　　　il251　　：131］　　　［126］　　　［1361　　　1114」

性　弟

F 値

学 年差

F 値

互

用

値

交

作

F

SLSS 得 点

SD
27．47　　25 ．77　　24 ．32　　23．62　　25．21　　23 ．40　　　11．04

＊IP
　　　　　　l5．70“s

　　　　　　　．7〔レ

5．92　 5．35　 6．32　 5．41　 6．IV　 5，53　 男 〉 女 　　1 年 ＞ 2年＝3年　 11s

［ ］内 は人 数 を 表 す n 　
”
p 〈 ．01

多 璽比 較 〔Benferroni法） 1こ よ り， 群 間で 見 ら れ た 有意 差 は 〉 で ，有意 差 が な い 場 合 は ＝で 表 し て い る e
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分散分析 を行 っ た結果 ， 性別 と学年の 主効果が 有意で

あ っ た （Table　4）。性別 で は男子 の SLSS 得点が 女子 よ

り有意 に高 く ， 学年で は 1年生 と 2 年生 ， お よび 1年

生 と 3年生 の 間 に 有意 な差が見 られた 。 な fo−，　T　2 デー

タ を 用 い た 場合 も 同様 の 結果 が 得ら れ た 。

　ポ ジ テ ィ ブ ・イ ベ ン ト（PE ）の 体験率 　ポ ジ テ ィ ブ・イ

ベ ン ト・チ ェ ッ ク リス トの 22 項目中，17 個 の イベ ン ト

の 体験 率が 50％ を超 えた （Tablc 　3 を 参 照 ）。 体験率が

80％ を超 え た項目は 「友だ ち と お もしろ い 話 をした 」，

「テ レ ビ番組 が お も し ろ か っ た 」，「友 だ ち が 親 切 に し

て くれた」，「勉強 をして 今 まで 知 らな か っ た こ とに 詳

し くな っ た」の 4 つ で あ っ た 。

一
方 ， 休験率が比較的

低 い イ ベ ン ト（体験 率 が 40％ ボ澗 は ， 健康の 回復 に関連

す る 2 項 目の ほ か，「家族 で
一

緒 に ゲ
ーム な ど をして 遊

ん だ 」 が 35％程 度で あ っ た。

　次に ， PE 得点 （TO に つ い て性別 と学年別に よ る分

散分析 を行 っ た と こ ろ，学年 の 主効果 の み が 有意 と な

り （F （2，728）
− 5．98，P 〈 ．Ol）

， 学年が 上 が る と得点が 低 い

傾 向 が 認 め られた （1年生 ＞2 年牛＝3 年生 ；T2 データで は 1

年 生 ＞ 2 年生 ＞ 3 年生 ）。

　相関分析　Table 　5 は本研究 で使用 した変数 の 平均 ，

標準偏差，お よび相 関係 数 を表 して い る。T ユの PE 得

点 は ，
SLSS 得点 と有意な正 の 関連があ り （T エ，　T2 と も

に Pt
．．38），

　 LOT −R 得点 と も有意な相関が 見 られ た （T 工

厂 ．36 ；T2 ： r ＝．33）。
　T 　2 の PE 得点 も同様に ，

　 SLSS

得点 （T1 ： r ＝．31 ；T21r ．．42），お よ び LOT −R 得点 と

有意 な相関が認め られ た （T1 ： r ＝．29 ；T2 ： r ＝．38）。　 T1

の SLSS 得点は LOT −R 得点 〔Tl ： r＝．37 ；T2 ； r ＝．27）

と有意な 正 の 相 関を 示 し，T2 の SLSS 得点 もLOT −

R 得点 と有意な正 の 相関を示 し た （Tl ：ア
＝．32 ；T2 ：ア

＝、

38）。同一
変数 の 2 時点 間 の 関連 に つ い て は，PE 得点 が

r ＝．67， SLSS 得点が r ； ．63，
　LOT −R 得点が r ・＝・　．50

で あ り，い ずれ も有意な正 の相関が認め られ た 。

　ポ ジ テ ィ ブ ・イベ ン トと生 活満 足度 の 影響関係の 検

討　 こ れ まで の分析か ら生活満足度得点に学年 と性別

に よ る違 い の あ る こ とが認 め られた た め，想定 して い

る 「ポ ジ テ ィ ブ ・イ ベ ン トe 生活満足度」 の関係性 を

検証 す るに あた っ て は ， 楽観性得点 の ほか に学年 と性

別 も統制変数 と し て加 え る こ と と した 。

　まず ， 同一時点で の 2 変数 の 相関関係 と 2時点の 同

一変数問 に 遅延 パ ス を引 い た 遅延 モ デル を検討 し ， 次

に ポ ジ テ ィ ブ ・イ ベ ン ト と生活満足度の問に交差遅延

効果 パ ス を 追加 し た 交差遅延 モ デ ル を検 討 し た。

Table　6 に 2 つ の モ デ ル の適合度指数を示す 。 遅延 モ

デ ル の 適合 は良好 で ， T1 の ポジ テ ィ ブ・イ ベ ン トが 高

い と T2 の ポ ジテ ィ ブ・イ ベ ン ト も高 く，T1 の 生活満

足 度が 高 い と T2 の 生活 満足度 も高 い こ とが示 さ れ

た。

Table　5 本研究で 使用 した 変数問 の 相関

1 2 3 4 5 6 7 8

性 別

学年

Tl　PETI
　 SLSS

TI 　 LOT −R
T2　 PET2

　SLSS

T2　LOT ．
　R

．03
．o’1
，11eS

−．ogny＊

．03ny＊
一、08’
一，IU’＊

．12＃4

−．15＊ ＊
　　　　　．38s’

．04　　　　 ，32堺

一．23＊s
　　　 ．67＊＊

一．14＊ ＃
　　　 ．38榊

．03　　　　　　　．32＊＊

．41’ ＊

．31’＊

．63s
，33林

．25’ti

，35卑＋°
　　　　．42＊ ＊

，53，＊　　　　．33＊ ny
　　　　，38ss

平均

標準 偏差

804500 9198lO19 ，33　　　　25．〔｝0　　　　14．ユ6　　　　19．54　　　　25．24
9．66　　　　　5．95　　　　　3．3〔，　　　　 9．10　　　　　6．3814

．283
．21

’
p く．05，” p ＜．0ユ。男子 ＝  ，女子 一1。　　　　　　　　　　　　 T1 ： 1 回 目調 査，　T2 ： 2 回 冖調査 。

PE ： 中学生版 ポジ テ ィ ブ ・
イ ベ ン ツ ・チ ェ ッ ク リス ト

SLSS ； 目本 語 版 Students’Life　Satisfacti‘川 Scale （Iluebner ，1991a）
LOT −R ：改 訂版 楽観性 尺度 （坂本 ・

田 中，2002）

Table　6　ポ ジ テ ィ ブ ・イベ ン ト と生活満足度 の 遅延 モ デ ル と

　　　 交差遅 延 モ デ ル の 適合度指数 　　　　　　　（N 『76．3）

xz （〃 ）　　 GFICFI 　　 RMSEA 　　 AIC

遅 延 モ デ ル 　 　 　42．08（9＞　 0．98
交差 遅 延 モ デ ル 　29．41（7）　 D、99

ひ．970
．98D

．06　　　　 96．08
0．06　　　　87，41

N 工工
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　次に交差遅延パ ス を追加す る と ， モ デル の カ イ 2 乗

値は減少 し，そ の 差分 を カ イ 2 乗検定 した と こ ろ，遅

延 モ デ ル よ りも モ デ ル の 適 合度 が 向、F．す る こ とが わ

か っ た（△X
！
（2）＝12．67，p ＜ ．0］）。AIC の値か らも交 差遅延

モ デ ル の 方 が よ り適 し て い る と考え ら れ る。Figure　2

に，最終的 に 採用 さ れ た 交差遅延 モ デ ル の パ ス と共分

散 の 標 準化 係数 を示 す。ポ ジ テ ィ ブ ・イ ベ ン ト と生活

満足度の遅延パ ス は と も に 1．％水準で有意で ある が ，

T1 の ポ ジ テ ィ ブ・イ ベ ン トか ら T2 の 生活 満 足 度

Cfi；．080，〆 ，Ol ；95％CI　i ．03・−t13 ）
，

お よび Tl の 生活満

足度か ら T2 の ポ ジ テ ィ ブ・イ ベ ン ト 〔β
＝．079，〆 ．05 ；

95％CT ：．Ol〜．16） へ の 交差遅延パ ス は有意傾向を示 し た

も の の ，極 め て 小 さ い 値 で あ っ た。

全体的考察

　本研 究 は ， 中学生 の 生活体験 か らポ ジ テ ィ ブ なイベ

ン ト を収集す る た め に，ダ イ ア リ
ー

乎法 を 用 い た調査

を初め て 行 っ た 。 そ の 結果 ，調 査協力者 の 中学生 は比

較的頻繁 に ポ ジ テ ィ ブ ・イ ベ ン トを経験 して い る こ と，

場所は学校が最 も多く， 異性 や友人 と
一
結 の と き だ け

で ， ひ と りの と き に も ポ ジ テ ィ ブ な経験を す る こ とが

わ か っ た ，，そ の と き に 生 じ る感情 の 強さ は何 を して い

た か に よ っ て 異 な り ， 好 きな友 人や異性 と過 ご した り，

家で趣味を楽 しん だ り家族 と語 らうとき ， 買 い 物や遊

び に 出か け る こ と が 強 い 快感情 を生 じ る契機で あ る こ

とが伺 われ た。 こ の 点 に お い て ，ひ と りで い る と き よ

り誰か と
一

緒に い る 方が よ り強 い 快感情 を抱 く と い う

知見 を支持す る結果 が 得 ら れ た （PaVQt，　Diener，＆ Fujita，

1　9．　90）　n

　研究 2 で は子 ど も向 け全 般 的生活 満 足 度 尺 度 SLSS

を 目本で初め て使用 し た研究 と し て ， よ り・
搬 化可能

性 の 高い 知見を得 る た め に 生活環境 の 異 な る都 rb 部 と

町 村 部 の 中 学 校 の 生 徒 を 対 象 に 調 査 を実 施 した 。

SLSS の 心 理尺度特性 は先行研 究 と 同等の結果が得 ら

れ ，
こ の 尺度が 日本で も使用可能で あ る こ とが 示 さ れ

た 。 そ し て SLSS 得点に は都市部 と町村部 とい う地域

性に よる違 い は見 られず ， 海外の 調査 と比較す る と ，

米国 の 知見よ り低 く， 韓国の知見 よ り高 い こ と が 示 唆

さ れ た 。

一一一方で ， 性別 と学年に よ る違 い は 認 め ら れ，

男子 は女子 よ り， 1年生は 2 ， 3 年生 よ り満足度が 高

い 傾 向 に あ っ た 。米 国 と韓 国 の 青年 の 満足度 を比較 し

た研究 に よ る と ， 韓 国 の 青年の 生活満足度 に 重要 な の

は 学校 へ の 満足度で あ り，米国 の 青年の 場 合 は 自分 へ

の 満 足 が 重 要 な 説 明 変 数 で あ る （Park ＆ Huebner，

2DO5 ）。 先述 の 日本の 中学生 の QOL 調査 （柴 田 ら，2DO・1）

も自尊感情お よ び学校 の QOL 得点が 学年 を経る ご と

に 有意 に 低下す る傾向を認 め て い る。本研究 に お い て

中学 1年生 と 2年生 の 閲で 満足度評価が 著 し く低下 し

た の は ， 2年生 に な る と学校 へ の満足度や 自尊感情 に

変化が 生 じ る こ とが そ の
一

因 と考え られ る 。 進路や 学

業成績 に つ い て の 周囲 の 期待 と要求 が 子 ど もたち に 負

担 とな り， 成績 の 低下 は白尊感情 の 低下 に つ なが り，

生活満足度の低下へ と至 る の か も し れ な い 。今後 は 領

域別 の 満足度 と全般的生活満足度 と の関連 を 明 ら か に

す る こ と に よ り，学年や性別 に 特有 の QOL の 変化 に

応 じた 具体的な介入策を検討 し て い か な けれ ば な ら な

　 　 　 ．52 ＊ ＊

Figure 　2　ポ ジ テ ィ ブ ・イ ベ ン トと生活満足度 の 相互影響性 を検 討 した 交差遅延効 果 モ デ ル

　 　　 　　 　　　 　　 xz（7）− 29，4⊥，　GFI＝．99，　CF τ
一．98，　RMSEA ＝．06

　 　　 　　 　　　 　　 　　 有意 な パ ス の み 表不 。‡p ＜ ，〔｝5，
i ’kP

く ．01、

N 工工
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い 。

　また ，ポジ テ ィ ブ ・イベ ン トの経験頻 度を測定す る

た め に 作成し た イベ ン ト ・チ ェ ッ ク リス ト は ， 限定的

なサ ン プ ル で の ダイア リー
調査 を基 に作成 さ れ た も の

の ，先行研究の イベ ン ト尺度と同等 の 内容 で ある こ と

が確認 され ， 質 問紙調査 で は こ の ような イベ ン トの 経

験頻度が 中学牛 の 生活満 足度の 高さ と関連 す る こ とが

確か め ら れ た 。 そ し て 2 時点 の データ を 用 い て ポ ジ

テ ィ ブ・イベ ン トと生活満足度の影響関係 に つ い て ，楽

覬性 と学年 ， 性別 を統制 した 交差遅延 モ デ ル の 分析 を

行 っ た と こ ろ，仮説 を支持す る強 い 証拠 は 得 られ な

か っ た が
， 影響 関係 の パ タ

ー
ン か ら は示 唆 に富む知見

が得 られ た 。 すな わ ち ，
Tl と T2 の ポ ジ テ ィ ブ ・イ ベ

ン ト お よ び Tl と T2 の 生 活満足度同士 の 相関を考

慮 し た 上 で な お ，現在 の ポ ジ テ ィ ブ・イ ベ ン トの 経験頻

度 の高 さは数 ヶ 月後の 生活満足度 を高め る こ と， お よ

び生 活満足度 の高 い 者はそ の後ポ ジ テ ィ ブ ・イベ ン ト

を経験 し や す くな る こ と が と も に 可能性 と し て否定 さ

れな い と考 え られ る。交差遅延 パ ス の 大 きさ か らはポ

ジ テ ィ ブ・イ ベ ン ト と生 活満 足度相互 の 影響関係 は 決

し て 強い もの で は な い が ， Tl の 楽観性か ら TZ の ポ

ジ テ ィ ブ・イ ベ ン トや 生活満足度へ の パ ス は有意で な

か っ た こ と を踏 まえ る と
， 日常 の ポ ジ テ ィ ブ な経験 と

生活満足度は弱 い なが らもあ る
一一

定期間持続す る影響

を互 い に 与え て い る と考えられ ，ラ イ フ イ ベ ン ト と生

活満 足度 の 因果 関係 が パ ー
ソ ナ リテ ィ と は独立 して 存

在 す る 可能性 は否定 で きな い 。したが っ て 本研究 か ら

は ， ポジ テ ィ ブな 口常イ ベ ン ト と生活満足度の 関連性

に つ い て ， 中学生 に お い て 双方の影響関係が 少な くと

も否 定さ れ な い と い う結果 が 得 られ た と考 え る。

　 内向的な性格の 人 も努 め て積極的に話 を し た り， 自

発的に行動す る と き に快感情を強 く経験 し た と い う実

験 か ら は （Fleesen，　Malan 〔｝s，＆ Achille，2002）， 幸福感 を

高 め る 上 で 具体 的な行動が重要 で あ る こ とが 示唆 さ れ

る、本研究に お い て ， 研究 1で 異性，友入 や 家族 な ど

の親密な 人 と の や り取 りや ， ス ポ ーツ や 課外活動 ， 学

校行事な ど を通 した礼 交的 で 活動的 なラ イ ブ ス タ イル

が快感情を生む こ と が示 さ れ ，研究 2 で は友 だ ち との

お し ゃ べ りや，学業課題 の 達成 ， 趣味や 余暇 の充実な

ど の 頻 度 が 全般 的 に 高 い こ とか ら， 社会 的 に 活発で ，

白己 実現 を 目指す青年が 生活 に 満足感 を抱 い て い る こ

とが伺われ る。よっ て 活動的な青年は幸福感が高 い こ

と を 示唆 した Csikszentmihalyi＆ Hunter （2003 ）の 知

見 と同様 の 結果 が 得 ら れた と考 え る。そ こ で ， 家庭や

学校 で ポ ジ テ ィ ブ ・イ ベ ン ト ・チ ェ ッ ク リ ス トに ある

よ うな経験が しやす い 環境を提供す る こ とが で きれば
，

中学生の生活 へ の 喜びや満足感が高 くな る こ と が期待

さ れ る．す な わ ち ， 学校 で は 学級活動 や課外活動 を通

し て友情を育む と と もに ， 知的好奇心 を満 たす機会 を

提供 し ，

一
方家庭で は趣味や ス ポーツ な どの それ 自体

が子 どもに と っ て楽 しみで あ る よ うな活動 （Csikszent．

mihalyi ，1992） を認 め，外 出や遊びな ど で 家族一．一緒 に 過

ごす 時問 を確保 し た い 。 こ うした休験 の 蓄積 を通 じて

満足感が高 くな れば ， 彼 ら は 自ず と ポジテ ィ ブな体験

を しやす くな る の で は ない か と考 えられ る。

　本研究の課題の
一

つ に ダ イ ア リー調査 の 回収率の 低

さ が あ る。日記を書 くの は時間や 手間が か か り，プ ラ

イバ シ
ー

の 開示 と い う精神的負担 を強 い る に 違 い な い 。

先行研究 に合わ せ て 調 査期間を 2 週間 と したが ， 1週

間で も 2 ， 3 件の 記述 は得 られ る だ ろ う。 今後は調査

期 問 を短縮す る こ とで調査 の利便性 を向上 させ
， より

多 くの 協力者 を得て デ ータを拡充させ なければな らな

い 。ま た ，異 な る発達段階 を対象に 調査を行 う こ と に

よ り， 日常的 なポ ジ テ ィ ブ ・イ ベ ン トの 内容 やそ の と

き の 感情 に違 い が 見 られ る か に つ い て検討 し ， 文化に

よ る違い を含め た知見を蓄積す る こ とが 重要で あ る 。

　 また，楽観 性 を評価する LOT −R 尺度 に っ い て，本

研究で は
，
LOT ．

　R の 尺度得点は 2 時点 の 相関が高 く，

ポ ジテ ィ ブ ・イ ベ ン トや 生活満足度 と の関連 も高 く，

ま た 囚子構造は坂本 ・田中 〔2002） と同様 の 結果が得 ら

れた こ とか ら，

一
応 の 理論的な搆造 が認 め られ る尺度

と して 使用 した 。 しか し信頼性係数が低 く， 測定の 精

度が
．
卜分で な か っ た 。 た だ し

， 豪 の 高校生 （Creed，　Patton，

＆ Bartrum ，　Lteo2）や フ ィ ン ラ ン ドの 中学生 （Raikkbnen ＆

Matthews ，2008） の 研究 で も α は ．60 で あ り ， 高い 値 で

は な い
。 本研究で は ポ ジテ ィ ブ ・イベ ン トお よび生活

満足度に関連が ある と想定 され る特性的楽観性 を統制

変数 と し て 用 い る た め LOT −R を採用 した が ，そ の 信

頼性が f分に高 くな い こ と か ら仮説 モ デ ル に お け る 楽

観性の 統制力 に は 問題 が 残 る。今後 は LOT −R を再検

討 した上 で 本研究結果を追試す る必要が ある ．

　 今後の 研究は，まず生活満足度 に 見 られ る性差や学

年差 の 要囚 の 検討 が 挙 げ ら れ る。特 に 性差 に つ い て は

ポ ジ テ ィ ブ ・
イベ ン ト得点 に 男 女 の 差 は 見 られな か っ

た に も か か わ らず，満足度得点 は 男 子 の 方が高か っ た 。

今後は 認知 的特性 な ど，性差 に 関連 す る 要因に つ い て

の 検討 が 必要 で ある。また ， ポジ テ ィ ブ ・イ ペ ン ト と

生活 満足度 の 相互影響 関係 を支持 す る強力な 証拠が 得

られ な か っ た 原因は ， 両変数 と もに 2 ， 3 ヶ 月後 の 得

点 と相関 が 高 か っ た こ とが考 え られ る 。 ラ イ フ イ ベ ン
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トの 心理 的影響 に つ い て は
一．

致 した見解は見 られ ず ，

短期 的 とす る 知見 （Suh，　D量ener ，＆ Fulita，1996 ） や ，ポ ジ

テ ィ ブ ・イ ベ ン トの 影響力 は 弱 い が 長期間持 続 し ， ネ

ガ テ ィ ブ ・
イベ ン トは直後の 影響力 は 強 い が 短期 間 し

か 持続 し ない と い う主張 もあ る （Tayl。r，1991）。今後は

よ り頻 繁に ， か っ
一

定期間継続 し て ポ ジテ ィ ブお よ び

ネ ガ テ ィ ブ な イ ベ ン トを測定し，変化 の 著 し い 青年期

前期 に ラ イ フ イベ ン トが 生活満足度 に 対 して どの 程度

の
．
影響力を持

．
ち，それが どの程度持続する の か 明 らか

に し
．
な けれ ば な らな い 。ま

．
た

， イベ ン トの 発生頻度
．
だ

け に よ らず ， イベ ン トの 質
．
に も注 目し ， ラ イ フ イベ ン

トの 具体的な次元 （慢性 的 ・偶発 的，制 御 冂］能 ・制御 不能，な

ど）が 生 活満足度 に 及 ぼ す影．響 力 の 違 い を探 る こ と も

重要 で ある。
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　　Few 　research 　studies 　have　focused　on 　g］obal 　llfe　satisfaction 　and 　its　re！ation 　to　positivc　daily　expe ！
’iences

aInQng 　Japanese　adolescents ．　 The 　purpose　of　the　prese 【1t　study 　was 　to　examine 　the　rclation ．　between．　daily

posjt．ive　events 　and 　life　satisfactioll 　in　early 　adolescents ．　 FrDm 　diarics　kept　by　jun．ior　high　school 　studelts

（N ＝20）f  r2
．
weeks ，　positive　events 　in　their　daily　Iives　were 　collected ．　 A 　sh 〔〕rt−term 　loD．gitudina！assess −

ment （〕f　763　students 　investigated　a　bidirectional　causal 　relation 　between　positive 圭ife　events 　 and 　life

satlsfaction ．　 It　was 　found　that　positi、re 　occasions 　were 　triggered　not 　only 　by　socializing 　with 　friends，　but
also 　by　being　alone ，　and 　that　the　ir1．Lensity　c｝f　positive　em 〔，tions　varied ，　depending　olユthe　content 　Qf　thc　events ，

Analysis　of 　thc ！ongi ．tudinal　data　revealed 　that　a　lagged　m （
．
）del，　as 　well 　as 　a 　cross 　 lagged　 model ，　showed 　a

satisfactory 　fit　to　the　data．　 Alth（）ugh 　the　cross
−lagged　effects 　were 　 I／ot　large，　 after 　consideratjon 　of 　the

temporal 　stability 　of 　these　2　variables ，　reciproca 玉effects 　bet．w ．een 　positive　events 　and 　life　satisfaction 　cQuld

not 　be　denied．　Effective　interventic）ns 　for　increasing　early 　ad   1escents’hfe　satisfaction 　were 　discussed．
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