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版法 ， 質問紙法 と もに 達成動機得点 の 低下が逸脱傾向の

増大 と対応す る こ とが 認 め られた 。 し か し ど の よ うな評

価方式が最良で あ る か に つ い て は今後 の 資料 を検討 し な

くて は は っ きり し な い 。

　達成動機 が パ ーソ ナ リテ ィ 特性 と深 い 関係 を もっ こ と

に つ い て ，一
応 の 見 通 し を得 た 。図版法 と 質問紙法 との

組み合 せ に つ い て は 今後 の 研究 に よ っ て 明 らか に し た い 。

カ ウ ン セ リ ン グ に おけ る コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン

に 関 する心 理 学的研 究

研究代表者 ； 佐　治　守　夫

　　　　　　　 （東京 大学〉

　 目　 的

　 本研究 は ， カ ウ ン セ リ ン グに お け る コ ミ ュ
ニ ケ

ー
シ ョ

ン を，相互性 に 着 目 しな が ら，実験的に操 f乍し うる 形 で

と D 出 し，カ ウ ン セ リ ン グに おけ る コ ミュ
ニ ケ

ー
シ ョ ン

の継時的変化 を 実験的 に とらえる こ と を主 た る 目的 と し

て 実施 され た 。

　 方法と結果 の 概要

　 L 　面接揚面 に お け る 姿勢 と動f乍： 15 の ペ ァ ，延 べ 73

回 の 実験的 カ ウ ン セ リ ン グ を 実施 し ， 動きの 頻度に 見 ら

れ る諸傾向 な らび に ， そ れ ら と心 理 治療体験 目録 お よび

治療 関係 ス ケ ール と の 関係 を分析 し た 。

　 カ ウン セ ラ
ー

と ク ラ イ エ ン トの動作頻度は 約 3対 4 で

あ っ た 。体験 目録 と治療関係 ス ケ ール に お い て は ， 高得

点群 の 方 が 低得点群 よ りも動 iFva度数が高 か っ た 。 さ ら

に ， 両群 の 動作頻度の レ ン ジは，面接 の 回 を追 うに従 っ

て ，各 ペ ア ご と に 収斂 し て い くこ と が 認 め ら れ た 。ま た t

そ の 推移 は，高得 点群 で は一貫性 が認め られ ，低得点群

で は認 め ら れ な か っ た 。両群 に お け る コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ

ン 様式 に は相違が 認 め られた （文献     ）。

　 2． 面接過程 の 評定 ： 上記 の 実験 的 カ ウ ン セ リ ン グに

お け る 体験 目録 と，関係ス ケ
ール を分析 した 。 そ の 結果 ，

カ ウ ン セ リ ン グの 過程 に関し て，約 3 分の 2 の 面接 で は ，

面接当事者の 自己報告 と，第 三 者 に よ る 面接 の 評定 が ほ

ぼ一
致 した 。 また ， VTR を使用 し て もな お ，面接過程 を

評定 し きれない 部分 の ある こ とが わ か っ た （文献  ）。

　 3． 上 記 の 面接実験 の た め の 基礎的砺究 ； カ ウ ン セ リ

ン グに お け る 自己開放性 の 基礎的研究 と し て ， 質問紙に

よ る研 究 が 実施 され た。そ の 結 果 ，質 問紙に よ る 自己 開

放 性測定 が，一
定 の 条件 で は，従来 い わ れ て い る よ りも

可能 で あ る こ とが わ か っ た （文献  ）。

　ま た，カ ウ ン セ リ ン グ過程 の 基礎的研 究 と して ， 自己

概念 と適応 の 研究を行 っ た 。 そ の 結果，自己概念 の 低 い

者 は ， 情緒不安定性傾向が高 く，社会的不適応性傾向が

高い こ と な どが わ か っ た （文献   ）。

　文　献

　　  　佐治守夫 ， 鵜養美昭 「カ ウン セ リ ン グに 関す る

　　　　　実験的検討 （1）一非言語的な視点か ら
一

」東

　　　　　京大学教育学部紀要，第19巻，1980．

　　  鵜養美昭 「実験 的 カ ウ ン セ リ ン グに お け る 『動

　　　　　き』 に 関 し て 」東京大学教育学部教育相談室

　　　　 紀要 ， 第 3 集，1980．

　　  飯 長喜一
郎 丁実験的 カ ウ ン セ リ ン グに お け る 体

　　　　 験 目録 と治療関係 ス ケ ー
ル 」東京大学教育学

　　　　 部教育相談室紀要，第 3 集，1980．

　   飯長喜
一

郎 「グル ープ合宿 に お け る 自己 開 放

　　　　 性」東京大学教育学部紀要，第17巻，1978・

　   　鈴木 乙 史 「自己 概念と適応 に 関す る
一

研 究 」 東

　　　　 京大学教育学部教育相談室紀要 ， 第 3集 ， 1980。

「イメ
ー

ジ面 接 の精 神生理学的分析に 関 す る

基礎的研究」

研究代表者 ； 高 柳 信 子

　　　　　　　 （文教大学）

　 L 　閉眼 して 浮 か ん で くる イ メ
ージ を夢 を語 る よ う に

自由 に 展 開 させ る イ メ ージ 面接は，通常 の 面接 に くらべ

感情体験 過程 が比較的抵抗な く展 開す る と言 わ れ て い る 。

イ メ ージ 面接時 に み られ る 感情体験過程 は 情動 そ の も の

で は ない に し て も，その よ うな時期 の 生 理 反応変化 の 観

察は 語 られ た イ メ
ージ を分析す る 際 の 一助に な り うる も

の と期待 され る 。こ こ で は 実験 室 的 な イ メ
ージ 面接揚面

を設定 し ， イ メージ内容 と生 理反応 の 対応関係 を検討す

る とともに ， あわ せ て い くつ か の 関連 研 究 を行 っ た 。

　2． 生 理 反 応 と し て は 自律反応 の うち，自発性 の 皮膚

電位反応 （SPR ） を指標 と し た 。被験者 は volunteer で

あ る 女 子 学生 1 名 。イ メ
ージ 面接は標準型導入 と し 1 回

約30分間 と し た。1週 間 な い し 2 週間 の 間隔 をお い て 7

回 の イ メ
ー

ジ面接が実施 され た 。

　3． 自発性 SPR の デ
ー

タ を blind に し た ま ま， 7回

の イ メ
ージ面接 を概観 して み る と，譲験者 に と っ て 主 要

な テ ーマ （今回 の 揚合は 「死
一

再生
一

成長 」） が一貫 し て

存在 し て い る こ と が うか が わ れ た 。 そ こ で 各回 の イ メ ー

ジ面接 記録 を 5 分間単位に 分割 し，前述 の テ
ー

マ が中心

的 に 出現 して い る部分 を（＋），ま た 自 己 に 関連付け られ

な い 表 面的 な イ メ
ージが 語 ら れ て い る 部分 を（一）と評定

して そ の 時期 の 自発性 SPR 量 と対応 さ せ た 。 そ の 結果 ，

評定 と 自発性 SPR 量 の 大小 と の 間 に は 有意 な 対 応 が 認
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め られ た （ヱ2＝・8．031，P＜O．　005）。す なわ ち，イ メ ージ

面接中， 被験者に と っ て 中心的 テ
ー

マ の 展 開 が み ら れ る

個所で は お お むね 自発性 SPR の 出現が多 く， また自己

と の か か わ りの 希薄な イ メ
ージ の 語 ら れ て い る 部分 で は

自発性 SPR の 出現が減少す る と い う結果 を得 た （こ う

した 対応 は，追加 し て 行 っ た他 1 名 5 回 の イ メ
ージ 面接

データ の 同様 の 分析 で も認 め ら れ た ）。 ま た 少数個所で

は あ っ た が ， こ う し た対応 に 乖離 の 生 じ る部分が観 察 さ

れ，そ の 意味に つ い て 若干 の 考察が 加 え られ た 。

　4． 上記研 究 の 基礎研究 と し て ，バ イ オ フ ィ
ードバ ソ

ク法 に よ る SPR 感覚の 研究 が行わ れ た 。 ま た関連研究

と して，イ メ
ージ 面接に よ る ロ

ー
ル シ ャ ッ ハ テ ス トス コ

ア
ー

の 変容 に つ い て の 研究，イ メ
ージ 的図式投影法及 び

箱 庭入形劇 の 事 例的研究が行 わ れ ， そ れぞ れ に つ い て い

くつ か の 知見 を得た 。また今後 の イ メ
ージ 研究 に 向け て

若干 の 論議が行わ れ た 。

　 5．　 学会発表

　 イ メ ージ面接 に 関す る 基礎的 研究　1）　 自発性皮膚電

位反応 との 対応　 日本心理 学会第 43 回大会　 1979 ．

　 バ イ オ フ イ
ードバ ツ ク法 に よ る SPR 感覚 の 研究 （1）

一
自発性 SPR の 弁別 とそ の 心 理 的手 掛 り一　日本 心 理

学会第43回大会　1979。

双 生 児に おけ る対内差の 発達心理 学的研 究

研 究代表者 ：詫 　摩　武　俊

　　　　 　 （東京都立大学〉

　本研 究 は MZ （1 卵 注双 生 児 ） 及 び DZ （2 卵 腔双生

児） の それぞれ対偶者 間 に 認 め られ る 差異 を発達心理 学

的観点 か ら研 究 す る こ と を 目的 と し た 。被験者 の 年齢に

よ り研究 は 2 っ の 部分 に わ け られ る 。

　 1　乳幼児 双 生 児

　生後 2 か 月 よ り 24 か 月 に い た る 期間， 20 組 の 双生児

　（MZ 　10組 ，　 DZ　6組 ，　 PZ 　（異性双生児） 4 組）に つ い

て 主 と し て社会的行動 の 発 達 を観察 し た 。自然観 察法 に

基 づ く縦断的研究 を行 うこ と が 目的 で ， 前記 の 約 2 か 年

間 に ユ0回 の 家庭訪 問 を し た 。観 察 は 1 回 約 6 分 で ，乳児

と保育者 の 日常生 活場面 で な され た 。

　観 察項 日は 自発的微笑，非祉会的微笑，社会的微笑，

非社会的笑 い ，社会的笑 い ，非社会的発声，社会的発声 ，

有意味語 ，模倣な ど で あ る e 上 記 で社会 的 と い うの は 人

に 対 し て 発現 し て い る もの ，非社会的 とい うの は 人 以外

の もの に 対 し て 発現 し て い る もの で あ る 。また 微笑は声

を伴わ な い も の ，笑 い は声を伴 う もの で あ る 。そ の ほ か

出生 時体重 ， 仮死度得点 ， 保育器使用 日数，入 院 日数な

ど で 出生時 の 基本的事項や，母 親 の 双生児観，育児不安

な ども尋ね た 。

　MZ ，　 DZ そ れ ぞ れ 対偶者間 の 差 を社会 的微 笑，社会

的笑 い ， 発声 ， 社 会的発声 の 各出現頻度 に 関 し て 比 較 し

た 。 生 後 8 か A まで の 社会的笑 い ，ま た 8 か 月 か ら 1年

ま で の 模倣行動 （シ ャ ン シ ャ ン ，
バ イ バ イ な ど） に は，

MZ 問 の 差が DZ 問 の 差 よ りも少 な か っ た が 、 他 の 行動

に は こ の 傾向 は 見 られ ず ， む し ろ 出生 時体重 な ど の 影響

が ，
6 か 月以前 で は 示唆 され た 。 生 後15か 月以降 で は，

有意味語発達 で MZ 対偶者間 の 差は DZ よ り 小 さ か っ

た 。

　II 青壮 年期双 生 児の 研究
●

　18歳 よ り44歳 に い た る 双生児130組 260 名　（MZ 　113組，

DZ 　12eE，　 PZ　5組） に つ い て の 質問紙調査 で あ る 。

　青年期 の MZ は 体格 ， 顔 立ち な ど外 見上 の 印象 が よ

く類似 して い る た め に 双 生児 で あ る こ とが 他人 の 目 に と

ま りや す く， こ れ を嫌 っ て な る べ く離 れ て 気 づ か れ ぬ よ

う に 配 慮 す る こ と もあ る 。し か し MZ 相互 の 結 び っ き

は DZ よ り も緊密 で 相 互 俵存的 で あ る が ，こ れ が ま た 対

立す る 原因 に もな っ て い る e 双 生 児で あ る そ の 意識 は 年

齢 と と もに 薄れ る が，成人後 も MZ は DZ よ り も対 偶

者 を， 親，配偶者，他 の き ょ うだ い ．親友な ど身近 な 人

間 の 中 で 考 える 場合 ， よ り親 しい も の と考 え て い る 。自

分 か ら対偶者に働き か け た り ， 特別 な 親 しみ を も っ て い

る だ け で な く，相 手 もま た そ の よ うに 思 っ て い る と認知

し て い る 。成 人 後 も
一

般 に 双 生 児 で あ る こ と の 影 響 は

MZ の 方が DZ よ り強 く働 い て い る 。

　本研究 に あ た っ て は須 田 治．川 上清文，山本真理 子，

竹 内ますみ の 各氏 の 多大 な協力 を得た 。

長 期記 憶と 短期記憶の 関係 に 関する 研究

研究代表者 ； 梅 本 堯 夫

　　　　　　　 （京都大学）

　
一

般 に 短期記憶 に お い て 深 い 水準 の 処理 を受 け た もの ，

す な わ ち 周 到 な リハ
ーサ ル を受 け た 情報 が 長 期記 憶 に 転

送 され る と考 えられ て い る が ，記銘材料や課題 に よ っ て

要求さ れ る 処 理 水準は 異 な り，リハ
ーサ ル だ け が要因 と

は 言 え な い
。

こ の 研究 で は ま ず記銘材料 の 性質 と長期一

短期記憶 の 関係 を分析す る た め ， 13種類 の 記銘材 料 （片

カ ナ 4 字，英語文，漢宇 1 字．漢字 1 字 ル ビ付 き，英単

語 ， ひ らがな 1字 ， 線画 ， ひ らがな 4 字 ， 日本語文，図

形 ， 漢字 2 字 ， 2 け た 数字 ， ア ル フ ァ ベ ッ ト1字 ）各 IO
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