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験 的に 検討 した と こ ろ 、指示 を 与 え た 場 合に は ，自我 の

弱 い 老は ，自我 の 強 い 者 よ り早 い sしep で 反応 し，また ，

自我の 強い 者は lntervalが 長 い 場合に ．自我の 弱 い 者

は 逆 に Intervalが短 い 場合に
， 早い step で 反応する

こ とが 示 され た 。

3eg　人赭特性評価 に おけ る社会的 」 致 性

　　　　 の 研究

　　　　　　　　　　　　岡 村 浩 志（日木大学）

　パ ーソ ナ リテ イデス トの 項 B を社会的 な 望 ま し さ （S

D ） の 観点 か らみ れ ぽ ，SD に
一

致す る 集団 と．一致 しな

い 集団があ る 。 そ こ で ，両者 の 間 に 質的 な 差 が あ る か ど

うか を検討す る 。 結果 と して ，SD に
一致す る集団か ら

ス テ レ オ タ イ プな評定傾向 が み られ た 。 ま た ，SD に
一

致しな い 集団を 不適応 と す る の は ，問題を 残す 。

310　CAT に よ る幼児の依存性 と攻撃性

　　　　 に 関す る研究　 （2）

　　　　　　　　　　　O 丸 　井　澄 　子 （岐阜大学）

　　　　　　大　山　雍　子 （仙台市精神衛 生相談所）

　動児 の 対人闘係 に お け る 攻撃的傾 向 を し らべ る た め

に ，男女児 30 人つ つ を 被験者 と して CAT を 施行 し，

友応を Stone，　H ．の 方法 に よ っ て 整理 し て み た 。 カ
ー

ド別 で ti　7 と 3 とに 男女児 の 比較で は 男児 に 攻撃的反応

が多 く，カ テ ゴ リー別 で は ，表面的行動 に よ る表現が多

い 。ま た 男女児 と もに 母 との 憎緒的結合 が 強 い 。

311Q4echnique に よ る Self・concept

　　　　 の研究　 （第 3 報告）

　　　　　　　　　　藤　原　喜　悦（東京学芸大学）

　学業不 振の 中学 2 年生 13 名 （男女 4 名 ，女子 9 名。

教 室 に お け る一斉授業 に つ い て い け な い もの 。 た だ し 精

薄を 除 く 。） に ， 現実 自我 お よ び 理 想 自我 に つ い て 2・

sorting （forced　 distributionに ょ る 。）を行な わ せ ，そ

の 相関係数 を 偏差積法 に よ り求 め た と こ ろ ，そ の 大部分

の もの が ，ほ と ん ど相関を 示 さ な い こ と が開 らか に され

た。

　　　　　　　 討　論　の 　概 　要

　部会 の 特徴

　 こ の 部会 で は 5 っ の 研究発表 が 行な わ れ た 。こ れ ら の

研究は 共通 し て Projective　 test とか Inventory を使

用 し て い る が ，それ ぞれ異 っ た ね らい が あつ た の で 討議

は 4 つ の 群 に わ け て行な わ れ た 。 先ず ， 小川 （307 ）と

吉田 （308）は 自我 の 強弱 と 認知機能 の 関連に つ い て の

研究 で あ っ た 。 前者 は TAT と InventQry との 関係に

つ い て で あ り，後者は Intolerance　of 　Ambiguity と

の 関係に っ い て で あ る 。 岡村 （309）は 広 く 行な わ れ て

い る バ ーソ ナ リテ イ
ー・テ ス トを 「社会的 に望ま しい J

と い う 観 点 か ら み な お そ う と し た 。 丸井 ら （310 ）は

CAT に よ る幼児 の 攻撃性 の 測定 に つ い て の 研 究 で あつ

た 。 最後に ，藤原 （3 ！1） は Ω一technlque に よ る Self・

Concept の 研 究で あ つ た 。
こ の 中で

， 部会で の 討論 が

もつ と も活撥で あ つ た の は ，第 1群 の 小川 ，吉田 らの 研

究で あ り，こ の 種 の 問題 の 不明確 さ を 示 した もの と去 え

よ う。
こ の 部会で の 大 よそ の 流れ と して 2 つ の もの が あ

っ た よ うに 思わ れ る 。
里つ は 自我の 強弱 と パ ーソ ナ リテ

ィ の 関連 ，あ るい は 自我 と プ ロ ジ エ ク テ イ ブ ・ テ ス トに

あ らわ れ る もの の 関連 で あ り，2 番 目は 質問 紙 の 結 果に

あ らわ れ た もの を い か に 処 理 す る か とい う問題 で あつ た

が，い ずれ も問題 を数 多 く含 ん で い る こ との 表れ と思 え

る 。

　 自我 の 強さと認知機能

　小川 は TAT と イ ソ ベ ソ ト リーとの 間 に 反応 の 差 が

あ り，欲求特性 に よっ て そ の 表れ 方が異な る こ とを の べ

た が ，藤 丸 （金沢大 ）は プ 卩 ジ エ ク テ イ プ ・テ ス ト と イ

ン ベ ン ト リ
ー

との 闊 に 相関 が あ る の か な い の か と質問 し

た の に 対 し て ，どち らともい えない と説 明 した 。 小川 が

求護欲 求は 社会的依存 で あ り，社会に 容認 され な い 欲求

で あ る との べ た こ とに っ い て ， 星野（国際キ リス ト教大〉

は 求護欲求 を社会的依存 と考 え て よい が ．社会的 に 容認

され な い 欲求とい うの は お か し い と反論 した 。 また，星

野は 自我に 脅威を あ た え る こ と が プ ロ ジ エ ク テ イ ブ ・テ

ス トに 出 る とい うが ，そ うす れ ば 自我 の 弱 い も の は 出 な

い の か と質問 した の に つ い て ，小川は 自我が強 くなけ れ

ぽ投影 に で な い の で あ り，い わ ば投影法は 自我機能 の 強

さを測 る も の と考 え て よい と の べ た 。 こ れ に つ い て は 数

多 くの 意見 が 集中 し た 。 吉田は 自我 の 強弱 と瞹昧 な 図形

の 認知 との 問 に 関連があ る と の べ た が ，こ れに っ い て は

い くっ か の 意見 が 出 た の で 吉田 は 更に ， 暖昧 な もの を 正

確 に 認識 で き る の は 自我 の 強さ の 1 っ の 指標で あ り，こ

れ は 小川 の 研究 と同様 に 曖昧な刺激 も自我 の 強 い もの が

は っ きりと判定で きる の で あ る と付け 加 え た 。 藤原は 自

我 の 強 さ ， 弱 さは パ ーソ ナ リテ ィ の 中核と関連 して い る ．

た め Self−cencept と 、Ego −functionの 関係 を よ く検討

しな け れ ば な らぬ の で は な い か と提 案 し た 。 こ の よ うに

自我の 強弱 と投 影法 の 表現度合 の 関連 に っ い て 討議が進

ん で い つ た 。

　人 格特性評価 に おけ る 社会的一
致性

　岡 村 は 人格特性評価に お い て 望ま し い パ ー
ソ ナ リテ ィ

が操 作的 に 作 り出 さ れ得 る こ と を の べ た が，こ の 結論を
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導 くま で の 研究過程 に っ い て 多くの 質問が 出た 。 山根

（埼玉大）か らは YG ス ケ
ー

ル 項 目の 客観的 な 評定 の

過程 で ，皺験 者数 を 80 名か ら 踟 名 に した り、7 点尺度

か ら5 点尺度に した 理由が 質問 さ れた 。 更に ，山根は 評

定点 の 高低 が その ま ますぐILtE会的に 望 ま しい 項 目 とか

社会的 に望ま し くない と云 え るか どうか 疑問 だ と評 した

の に 対 して ，岡 村 は こ の 場面 で の パ ーソ ナ リ テ ィは社会

的な適応 の 問題 で あ り，な に が望ま しい か とい つ て くる

と非常 に 複雜な こ と に な っ て く る の で 此 処 で は ふ れ て い

な い との べ た s 岡村は社会的
一

致度を み る場合に ，尺度

の 切れ を よ くす るた め に 中立的 な項 目を省い て い た が ，

藤 原 は こ こ で の 研究 目的 が 異 っ て い るた め 態度 尺度 と 同

じ よ うに
“

中立的 な項目
”

を省 くの は よ くな い と主張 し

た 。

　CAT に よる幼児の攻撃性

　丸 井は 幼児 の 攻撃性 を CAT に よつ て み よ うと した

の で あ る が ，プ 卩 ジ エ ク テ イ ブ ・ テ ス トに お け る 攻撃性

の 捉え方に つ い て い くつ か の 意見が出 され た 。 藤原は 攻

撃 性 を どの よ うな と らえ方 を す る の か ，また，Stone の

方法 と比較 した の か と尋ね た の に 対 して ，丸井は 普通 に

は 1 図版か らい くつ か の 攻撃性 が 出て きて も 1 番 高 い も

の だ け を とつ て い るが ，
こ の 研究で は そ のす ぺ て の 頻数

を加 算 して い っ た と答 え，Stone とは比較して い な い こ

とを明言 した 。 星野 は → 殴に 攻撃性 の 測 定 で い つ も問 題

に な るの は 測定 の 結果で て きた攻撃性 と実際に もつ て い

る攻撃性が
一
致する もの か ，一

致 しな い も の で あ るか で

あ るが と疑 問 を 投げ た の に対 して ，丸井 は そ の 実験場面

の 購造 と被験者 の 質 に よっ て ナ ーバ ー
トな行動 と フ ア ン

タ ジ ーな行動 の ち b：い が出 て くる の で あ り，プ Pt　tt エ ク

テ イ プ ・テ ス トの 場面で は 非常に 重要な問題 で あ る と 答

えた。更に ，オ
ーパ ー トな 行動 と フ ア ン タ ジ 「 な行動 の

ち が い は 男性 の 実験者と女性 の それ とで もち がっ て くる

と，ア メ リ カ の Sears．　R の や っ た ドール ・ プ レ イ の 結

果 を 紹介 した o 入物の ち が い に よつ て 攻撃性 の 表現が異

つ て くる の を星野が紹介 した 。 す なわ ち t イ リ ノ イ大学

で P −F を 利 用 して ，そ の ま ま の 図版で 攻撃性をとり，

それ と教師 と警官 へ の 攻撃性 の 資料をあ つ め て 比較し よ

うと して い る と 。
こ の よ うに プ ロ ジ エ ク テ イ ブ ・ テ ス ト

に よ る 攻撃性 の 測定に は 解決 しなければ な らぬ 問題 が 数

多く横た わ つ て い る こ とが 示 唆 さ れ る 。

　｛1−techtiqge に よる 　Self −concept

　藤原は Ω テ ク ニ
ー

クに よつ て学業不振の 中学生が い

か な る 自己概念 を もつ て い るか を つ か もうと した が ， 岡

村は 適応点 とじて 99 パ ー
セ ソ タ イ ル が で て くる の は 紋

切 り型の 態度 で は ない か と鋤判 し た 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（野村勝彦）

13．　 人

312　達成動壌の研究　（V 皿 ）

　　　　
一達成動機と risk ・taking 一

　　　　　　　○ 山内　郁 ・ 林 　　保（京都学芸大学）

　Atkinson 等の 研 究 に よ る と，達成動機 が 成功や成就

｝こ 向か う動機 の 強 さを 示す に 対 し，Maodler と Sa：a −

son の Test　Anx ｛ety （TAQ ）得点｝よ ， 失敗を さけ よ う

とす る動機の 強さ を示すもの と考 え られた 。 我 々 は ，こ

の 両動機 を 関連 づ け て 輪投げの 如 く risk −taking 事態で

い か な る行動を とるか 検討 した 。

313 連想の経過にあ らわれ る 自我関与の

　　　　 実験的研究　 （3）

　　　　　　　0 早川 三 野雄 ・丸 井　澄子（岐阜大学）

　自我関与 の 問題が，現実接触的な機能 を もっ 自我 と継

続的自由連想 の 内容に 現わ れ る 自己像 とい う，自我 の 体

験的側面 と連想の 経 過的 内容の 側面 か ら検 討 され た 。 実

験群 ， 統制群各 4 名 の 分裂病者 に 2 系列 の 刺激語群 を 与

え ，

4 実験場面を設定した 。 そ の 結果 ，健常な自我 は 現

格　（3）

実 と接触 し，現象的な 自己 像を 再体制化す る と推定 され

た 。

討　論　の　概　要

　部会の 特徴　　　　　
’
　　　　　　 、

　本部会 は ，6 つ の 報告が予定さ れ て い た が ，発表取消

しが 4 つ あ り，山 内 ら （312 ） の 研究 と早川 ら （313） の

砥究の 2 つ の み が 報告された 。

　討議の 内容

　発表数が少 な く，従っ
二

（研究報告が 予定時間 よ り早 く

終 了 した の で ，座 長 の 提案 に よ り，発表者 2 名に ，報告

補足 の 時間が 与 え られ た 。 発表 者 2 人は それぞれ，約 5

分間発言 を行 い ，そ の 後 ，質疑 応答 が 行 わ れ た 。

　まず ， 山内の
「
達成動機 の 研 究 V囗」 に 対 して ，

こ の

研究 で ，　 2 つ の 要因， すなわ ち ， test−Anxiety と

n −aghivement を 組合わ した 理 由 に っ い て の 質問 （氏

名不 詳）があ り ， そ れ ｝こ 対 し 山 内は ， risk −taking の

問題は ，達成動機 の み で は 解決す る こ と がで きな い
。 事
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