
Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

展 望

青 年 期 の 臨 床 的 研 究
鑪 幹 八 郎

（広 島 大 学）

　 「青年期 の 臨床」 と い う主 題で 研究の 展望を 「あま り

臨床的に な らない よ うに 」す る こ とは 難 しい 。一
応 こ こ

で は ，青年期 を臨床心 理 学的観点か らとり上げた蘇究 の

展望 を 行 う が，処遇，治療教育，カ ウ ソ セ リ ン グ．心理

療法 とい っ た 領域 は とり上げない とい う こ と で そ の 任を

果た した い 。心理臨床 の 飜究 の 中 心 は．どの よ うに 当面

の 問題を 対処す るか とい う と こ ろ に あ る よ う ec も思 う

が，当面 の 問題を対処す る前に 「どの よ うに 心理学的 に

理 解す るか 」 とい う問題がある 。
こ れは 対 処後の 失敗｛ン

成功 の 経験か らも，あ る い は こ れ ま で の 諸先人 の 努力 の

研究結果か ら も導 か れ る もの で あ る 。 い ずれ に し て も，

一
個 の 人間 の 対 入 関係上 の 困難 な 問題 に 立 ち 向か い ．解

決 し よ うと努力す る 過程 の 中か ら生 まれ て くる 心理学的

な問題 の 理解と い う こ と に 焦点を当 て て 展望を行 っ て み

た い
。

1．皆年期に 関する心理臨床的研究の特性

　心理臨床 の 立場 か ら青年期 の 問題を とり上げる に は 色

色 と難 し い こ とが 多い 。今 日 ， 登校拒否 ，家庭内暴力，暴

走族，シ ン ナ
ー

乱 用 な ど様 々 の 社会問題 とな っ て い る 主

人公 た ち が研究 の 対象 に な る の で ，話題と い うこ と で は

た い へ ん 賑 や か で あ る。しか し ，こ れ ら の 問題現象や 行

動 に 直接関 わ っ て い る人達の ，問題現象 や 行動 に 関す る

理解 とな る と必ずし も心 理 学的 とは 言えず、社会 の 常識

を 上 廻る もの で は な い 。し か し ，か と い っ て ，心 理 臨床

か ら の 青年の 理 解の 場合，単 に 研 究者 の 認識的欲求を満

た せ ば そ れ で よ い と い うわけ に もい か な い 。とい うの は，

先ず現実 の 事態 の 収拾，問題 の 解消を 迫 られ る の で ．問

題現象 の 理解 は 同時に対処 方法を 内在 し て い る よ うな も

の で なけれ ば な らな い
。 しか も．現実の 混乱 した 問題事

態に 入 り こ め ば入 りこ む ほ ど，対象や 自己 の 行動 の 客観

性を維持す る こ とが難 しい の で ．い わ ゆ る 研究の 水準 ．

つ ま り個別的知識 や 経験 を 普遍化 した り，一
般化 した り

す る 言語化 が 難 し い の で あ る 。 こ の よ うな 現状の 中で ．

ほ ん と うに 徐 々 に 蓄積され た経験を も とに 研究が進 め ら

れ て い る の で ある。

　 さ らに もう 1 つ の 特性 は ，日本 の 心理学 の 体質 に 関連

す る もの で ある 。 日本の 心理学界は ．戦後 ， 米国 の 心理

学 の 圧 倒的な影響を受けた し ， 現在 も受け て い る 。 そ れ

に も拘 らず ，米国心理学会の もつ 社会的関心．社会的発

言 力，現実的問題 へ の 関 峯力が ほ と ん ど全 く欠如し て い

ると こ ろ が あ る 。 例 え ば，心 理 臨床 に 深 い 関係 の あ る f心

理学者 の 倫理基準」 は 米国心理学会 に お い て 1938年 か ら

委員会が設け られ 、
1952年 Nicholas　Hobbs を議長 と し

て Ethical　Standard　for　 Psychology （A ．P．A ．1952）

が 作 り あげ られ ，そ れ 以後，幾度 か 改訂 され今 日に 到 っ

て い る。現在，「心理学者 の 倫理基準」（A ．P．A ．1966），「産

業心 理学者 の 倫理基準」 （A ．P．A，1964），「心 理 検査法 の

規制 に 関 す る規定」 （A ，P．A ，1966），「開業心理学者 の 登

録規定」（A ．P ．A、ユ96｛｝）， 「心理学者 の 倫理基準 ・事例集」

（AP ．A ．1967）．「心 理 学研究に お け る 人間被 験 者 お よ

び動物被験体 の 使用 に 関す る指導要領」（A ．RA ，　1963）

な どが ある 。 また 心 理 学者の 社会的活動を規定す る免許

法 が ，1945年 コ ネ チ カ ッ ト州 に 成 立 し て 以降 ．現在 まで

に ほ ぼ 全州 に 亘 っ て制定 さ れ て い る （A ．P ．A ．1981）。こ

れ に 対 して 日本心 理学会は ，1960年ご ろ よ りこ れ らの 問

題に つ い て 議論 は して い る が ，全 く現実化 し て い な い

（佐藤忠司 1983）。こ れ らの 理由を 日本 の 心理学研究 や

心理学者 の 後進性 に 求め る こ と は で きな い であろ う 。 と

い うの は 日本 の 心 理 学 の 研究は 世界的 に み て決し て 低 い

水準に あ る とは 言えない か らで あ る 。 む し ろ．こ れ は ，

日本文化を荷 っ た 心 理 学 の 歴 史性 と学者の 性格 とい っ た

こ とに 求 め られ ね ばな らな い の か も し れな い
。

い ずれ に

して も，上 に の べ た 2 つ の 特性は ，現実的な問題 に 直面

し て 問題 を と らえ解決 し て 行 こ う とす る 臨床的研究を難

し くして い る もの で あ ろ う。

2．青年期 の区分に つ いて

　青年期は 学校教育制度 ，少年法，児童福祉法な どの 社

会制度上 の 区分と密接して 対応 して い る。また 社会経済

的 な 問題 とも結び つ き，ま だ青年期を もっ て い ない 文化

社 会 も存在 し て い る。ま た 歴史的 に も変動を示す概念で

あ る。青年期が独立 して 心理学的 に 研究 さ れ る よ うに な

っ た の は ，笠原嘉 （1976） や Proefrock （1981）らの 研

究 が 示す よ うに ご く最近の こ とで あ る。参考 に 笠原 の あ

げて い る 図を 次に 示 し て お く。
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FIG ・1　 青年期 の 延長とそ の 区分 （数宇 は 年齢を示す）

Preefrock　lc よ る と青年期 の 概念は Rousseau
，
　J．　J，の

「エ ミ
ー

ル 」 ま で遡れ る こ と、Ariesの 「子供の 世紀」 を

経 て 、Hall
，S．の 「青年期」（1904）に よ っ て 本格的 に 心

理 学的 な概念に な っ た と い う。西田博文 （1976） も心理

学的青年論 と し て は ，
Hall

，S．，　SPranger，E ．（1926）を

あげ て い る 。 今世期初頭 の こ れ ら の 研 究 の 次 に ，1930代

か ら文化人 類学 か らの 研究 と して Mead
，
　M ．（1g2g）な ど

の未開社会 の 研究 の 青年期研究へ の 影響が あげ られ る。
こ れ らの 醗究は 青年期 の 研究に文化的な相対的観点を も

ち こ ん だ と い う点で 重要 で あ っ た。自国文化 に お け る普

遍的な問題 と文化個有の もの の あ る こ とを研究者 に きつ

か せ た 。こ れ 以 後 ，こ の 文化的相対 性 の 問題 は ．こ とtc

青年期の よ うに 社会 の 現実に よ っ て変貌しやす い 時期 の

研究上の 必要不 可欠 の 留意点 と な っ た とい っ て よ い だ ろ

う。 と こ ろ で ．戦後．青年心理学研究 を 著しく促進 させ

る契機を つ くっ た の は Erikson ，　 E．H．で あ ろ う。Hall

の 青年心 理 学 が 当時 の ヨ ーP
ッ

パ の 卩 マ ン 主 義 を 中 心

とす る教養小説に 影響を受け ．青年 期 の 中心的主題を

厂Strum 　 und 　 DrungJ と した の に 対 し て ．現代 の 青年

の 心 理 を 「私 は 何者 で あ るか ，何者で あ り得 る か 」 の 主

題 とし て 受け とめ ． こ の 鍵概念 と して Ego　 Identity

とい う用語を と り出 した 。 こ の Identityの 概念は た し

か に 現代 の 青年 の 心理 の 中核を うま くとらえ て い る概念

で あ り，
一
連の Erikson の Identity 研究 は 青年心 理

学 の 研究や 青年 の 臨床 の 分野を著 し く発展 させ る ととも

に 活性化 させ た 。
こ の こ とに つ い て は章を改め て 後述す

る 。

　日本の 場合，青年期 は どの よ うな歴史的経路をたど っ

て きて い るだ ろ うか 。 日本 で は 明治 5 年 （1872年）学制

が施行 さ れ る まで ，工 芸．芸能 な ど技術を必要とする分

野で は ．従弟 とし て 修業 し，知的 な 学習 も寺小屋 で 学 ぶ

と い っ た 形をと っ て い た。こ の 中 で ，成人と して
一

人前

に な る以前の 学び の 時期を一種 の Moratorium （Erik ・

son ） と して 用意 して い た 。 明治に 学欄 が 施 か れ ，学校

教育が次第に 整備され ，重視され る よ うに な る と，青少

年期 と し て の Moratorium は 次第に 確立 して い っ た 。

こ の こ とは こ とに 戦前 の 高等学校 の 生活に 見事に 示 され

て い る とい え よ う。一部 の 特権的 な 青年 の Moratorium

とし て ，弊衣被帽や蛮行 が 大 目ICみ られ て い た 。 旧 制 の

高等学校が廃止 され て 30年以上 も経過し て い るが ，現在

もこ の 特権的 Moratorium を懐しむ人 （但 し経験者の

み ） の多い の は ，青年期 の Moratorium の もつ 意義を

考え る上 で 興味深 い 現象 で あ る。青年期 が 一
般的 に ，日

本 の 社会 で 問題に さ れ る よ うに な るの は戦後の 学制 の 改

革の 後で は な か ろ うか 。1946年 よ り中学 3 年 まで が義務

化 さ れ，高校，大学 と制度が 整備 され，機会の 均等 が は

か られ る よ うに な っ た 。 そ して 青年期 と して 注巨 され る

高校進学率 は 1969年 に 全国的 に 90％を超え，大学進学率

も30％を 超え る よ うに な っ た の で あ る 。高校生徒の 数 は

468万 ，大学生 142万人 と い う膨大な数 に な っ て い るの で

あ る（青少年白書昭 57年）。 こ の よ うに 時代の 推移 に よ っ

て 青年期 の 問題は 大きな 影響を受け る こ とを 留意 し て お

か ね ばな ら な い だ ろ う。

　 こ の よ うな 時代 の 流れ の 中で ．1960年代 に お け る 大学

生 の 学生運動 社会参加 の 動ぎは 青年独自の 心 理 の 問題

に わ れわれを注 目 させ た 。 それ と全 くタ イ ミ ン グ を合わ

せ た よ うに Erikson の Identity 論 が 展 開 され ．青年期
の 心 性 理 解 へ の 積 極 的 な契機を つ くっ た とい え るの で は

なか ろうか 。

　発達の 時期と して 青年期を どの よ うに と らえ る か に つ

い て 研究者間 に 必ず し も
一

致 した もの は な い 。 笠 原 も

言 うよ うに ，研究者 の 得意不得意とい うか ，開 心 の 方向

性 に よ っ て それぞれ時期の強調 点 が 異 な っ て い る 。

Erikson （1958） が 人間生涯 とい う中で 青年期 を 位置づ

け ， 青年期 の 後半 の 主題と も考え られ る Identity を と り

出 し た の に 対 し，Sullivan，H ．S．（1953） は Preadoles．
cence （思春期）を 重要視 した 。 ま た Blos，P ．〔1958 ， 1967＞

は 同様 に 思春期の 問題 に 焦点を合わ せ た が，第 2 個体化

（Second　lndividuation） を テ
ー

マ に して い る な ど で

あ る。次 に や や 静的な観察で あるが ．笠原 （1967）の 臨床

的な 青年期 の 図式を示 して お きた い 。こ こ で は 青年期 は

10才か ら30才 まで の 時 間 間隔 を も っ た もの と し て と ら

え られ て い る の が特色で ある 。 生活年齢に と らわ れ ず．

心的特性や青年期的症状の 消退 などか らみ る と こ の よ う

に 広 が っ た 図式とな る の も興味深 い
。 臨床的な観点 か ら

す る と．30才 の 成人の 中に も十分に 青年期的心性を もつ

人を見出す こ とが で きるとい うこ と に な る の で あ る。そ

れぞれ の 時期 を 分け る 心 的特性 は 何 で あ ろ う か 。 笠原
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FIG．2　各 期 の 好発病像 （数字は 年齢を示す）

は S，Freud，A ．Freud ，　 H ，Deutsch ，　Sullivan ，　Erikson ，

Keniston な どを援用 して 説明 して い る 。
こ れ を表 に す

る と次 の よ うiこ な る の で は なか ろ うか 。

表 1　 青 年期 の 心 的特性 （笠原 に よ る ）

少　年　期　 →10 遊 び 4中間　playmates ， （わ れ わ れ）

1 ： 多の 対応

プ レ 青年期 10− 14 同 性 の 友人 （chum ）（彼個人．彼女

個 人 ）1 ： 1の 対 応，同性 と の 親密さ

静 輟 旧 7 哩勢
出現 飢 ア レ フ オ ン 　・

青 年 後 期 17− 22 自分 とは 何 か ，自分と世界 との つ

な が り，Identlty の 達成

　 　 　 　 　 　 　 　 　　

プ レ 成人期 22− 3011dentity の 確立
　 　 　 　 　 　 　 　 　E

成　人　期 30− → 社会の 生 活，自 立

3．最近の 臨床的な 青年期研究の 動向

　Eriksonの 研究 i．こ 代表さ れ る が他 に 1950年 か ら 1980年

まで に ，臨床心理学的に み て 重要な研究 が い くつ も出版

され た 。
Erikson の 流れを 汲 む Keniston・K ・（1965，

1967）．Lifton，J．（1963），　Celes，R ・（1963） ら の研究が

あ る。同 じ精神分析 の 流 れ で は Blos，P・（1971）の
一

連 の

研 究，Masterson，」．（1974）．Harley ，
M ・（1971）Weiner ・J・

（197e），　Lorand、　S．と Schneer ．　H ・1・（1961）な ど の綜

合的な箸書や Sullivan，　H ．S・（1953）の 理 論的研究・テ

ソ エ
ージ ャ

ーに 焦点を 当て た Offer，　D ・（1967） の 研究，

Capland の 編集 に な る精神医学的な著書 （1966．1969）

な どがあ る。 Blos ，P ．の 研究の 一部を除 い て ．い ずれ も

196G年代以降 の もの で ある こ と がわ か る 。

　日本に お い て も，こ れ ら米国 の 影響を受け て 、青年期

研究 が活発と な っ た。笠原嘉ほ か の編集に よ る 「青年期

の 精神病理 」 （1976） が 契機 とな っ て 次 々 と出版さ れ る

よ うに な っ た 。 心 理学 の 教科書的なもの を 除い て の べ る

と，笠原嘉の 「青年期 」 （1977）， 「精神科医 ノ
ート」（19

76） が 青年期の 臨床的問題を世 の 中の 人 に知 らせ る の に

大き く貢献 し た。「青年期 の 精神病理」 は小此木啓吾が

第 2 巻 （1980）を 編集 し ，第 3 巻 （1983） を 清水将之 と

村上 靖彦が編集 し て 継続 して い る。また鑪幹八郎と上 里

一
郎 に よ る 「青年期 シ ソ ポ ジ ウ ム 」 が開 か れ て お り．第

1 巻 「自我同
一性 の 病理 と臨床」 （1979），第 2 巻 「自殺

行動 の 心 理 と指導」（1980）， 第 3 巻 「同一性研究の 展望」

（1984予定）と して 継繞 して い る 。 ま た小此木啓吾 に よ る

Eriksonの Identity論を軸 と して ，社会評論的 に 論 じた

「モ ラ ト リア ム 人間 の 時代 」（1978） も臨床的青年 期 論

と して
一

般 の 関心 を 高め た。笠原嘉 ・山田和夫 「キ ャ
ソ

パ ス 症状群」（1981），稲村博「思春期挫折症候群」（1983），

福島章 「青年心理 ノ
ー

ト」（1978）， 「対抗同
一

性」（1979）

な どが 出版され．い ずれ も臨床的な青年期論 と して 注 目

され た 。 また 既 に紹介 した Erikson，　Keniston，　Blos そ

の 他 の 訳書が次々 とこ の 時期 に 出版され た 。

　 こ れ ら臨床的な青年期研究の 高ま りを 反映して ．米国

に お い て は新しい 雑誌 「Adolescence 」 が 1965年 ｝こ 発刊

され ，「
−
Youth 　 and 　Adolescence」が 1970 年に 発 刊 さ

れ て い る 。 精神医学 の 年報 「Adolescent　 Psychiatry」

も1972年 に 発刊され て い る 。 英国に お い て 1977年 か ら

「∫oumal 　of　 Adolescence 」 が 発刊され，日本 で は 西

平 直喜 ・藤原喜悦 らの 編集 に よ っ て 「青年心理 」 が金子

書房 よ り発刊 され た 。 毎号主題を定め．特集が組 まれ る

と同 時に ，解説，研究紹介，講座 （展望）な ど充実 し た

編集 が な さ れ て い る。学会 レ ベ ル で は ，米 国心理学会 の

第 37部会に 「Child，Youth　and 　Family 　Services」が lg

78年に 加 え ら れ た。

　 日本で は 1960年に 創設 さ れ た 児童精神 医 学会が ，1979

年 に 「児童青年精神医学会」 と改称 され ， その 学会誌 で

あ る 「児童精神 医 学 とそ の 近接領域 」 が ， 「児童青年 精

神医学 とそ の 近接領域」 と改称 （1983年 よ り）され た 。

ま た 小児科医 を 主 体 とす る小児精神神経学研究会が出版

して い る 「小児の 精神 と神経 1 （創刊 1960年） は 青年期

に お け る 心身症の 問題 の 解明に 貢献 して い る。

　 ま た か な り特殊 なもの と し て は ，家庭裁報所調査官研

修所 が 出 して い る 「調研紀要」 が 1962年に 発刊 され ，19

83年まで 44号を数 え ，持続し て 少年非行 の 臨床心理学的

理 解に 貢献 して い る。総理 府青年問題調査室で は 数多 く

の 調査資料 の 出版や研究文献 の 集録 を 行 っ て い る 。 ま た
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教 育 心 理 学 年 報 　 第 23 集

心理学的測定の 立場か ら，年報 「ロ
ー

ル シ ャ ヅ
ハ 研究」

（1958年発刊）があり．片 口 安史．空井健三 らの 編集vcよ

っ て 今 日 まで 24号を数え，心理検査法 に よ る臨床心理学

的青年期理解を すす め て い る。そ の他，研究出版物 と し

て は ，心 理相談室 の ある大学の 紀要 （京都大学，九州大

学，上智大学）があり，保健管理 セ ン タ ー
の 紀要 や 報告

書など，各都道府県市の 教育研究所 の 心 理 相 談部 の 紀要

や報告書な どの 中 に ， 数多 くの 貴重な 青年期研究 の 資料

が出版さ れ て い る 。

　それ らが 総合 され れ ば 膨大 な量に な る で あ ろ う。

4．　ldentityに関 する 研究

　 青年期の研究を 臨床的側面か らすすめ ，今 日の 隆盛 を

み る契機を つ くっ た の は Erikson で あ る とい っ て も異

論 は な い だ ろ う。 「幼年期 と社会」（1950）の 出 版 以 降

今日 ま で ，彼 の 大部分 の 研究が青年期 の 研 究，こ と に

Identity　の 研究 に 集中 した とい っ て よ い
。

1970 年 ま

で の 彼の重要な著作 は す べ て 日本語に 訳 さ れ て い る。
ldentity 研究や Erikson の 研究 の 展 望 に つ い て は 別に

「青年 シ ン ポ ジ ウ ム 」 の 第 3集 「同
一

性 研 究 の 展 望」

（1984年） とし て 間 もな く出版 の 予定な の で ，こ こ で は

特 iC　ldentltyに 関す る 臨床的な問題に 焦点を合わせ て 展

望 を 行 い た い 。

　Erikson は精神分析家と し て 青年 の 臨床 J こ とに 境界

例，分裂病 の 入達 の 治療 に 当 っ た の である が ，Identity

概念その もの は ，精神分析に止 らず，心理 ， 教育，社会，

文化 人 類学 な どの 領域 に 急速に ひ ろ が っ て い っ た。臨床

的な 問題が こ の よ うに 広範 な分野 に拡大した こ と に つ い

て ，精神分析の 臨床畑 の 人 は ，Identity 概念の もつ 暖昧

さ と，社会学的志 向を批判 して い る 。 こ と1＝　Jacobson　E．

（1964），Kernberg ，　O ．（1976）などの 批判が厳 し い 。 こ れ

に 対 して 臨床的な面か らの 理論的統合が Lichtenstein
，

H ．（Di ｝emma 　 of 　Human 　Identity．1977） に よ っ て な

され た 。 し か し ，
Identity に 関す る研 究 な い し，　ldentity

を鍵概念と して な され た 青年期 に 関す る研究 は ，依然 と

して 色 々 の 方向に 拡大 し て い っ て い る。 Identity　概念

が有効性 を もつ 限 り，こ の 傾向 が 減少す る こ とは な い で

あろ う。 こ れ らの 傾向を大別する と 3 つ に な る の で は な

い だ ろ うか 。第 1 は ，本 来 の 精神分析 の 臨床の 中 で 治療

とい う場 を通 じて青年期 の 問題 が 考えられ て い く方 向

で あ り、同
一

性障害の 研究 とい っ て よか ろ う。 第 2 は ，

Identity概念を鍵 と し て，青年期 の 問題を とらえ よ うと

す る もの で あ り．発達心 理学の 流れを汲むもの で あ る。

こ の 中に ．偲性発達的 な 事例 研 究 的 方向 で ，本質的 に は

第 1 の 臨床的な研究に 近い もの と，い わゆ る こ れ まで の

心理学 の 伝統に の っ と っ た 認識論的 な，方法 の 客観化 を

目指 し 尺度化 して い く測定論的な もの と が あ る 。 第 3
は ，社会学的な方向や心 理歴史的な方向をもつ 研究 で あ

る 。Lifton な どに 代表 され る方法 で あ る。日本 で は 社

会学の 栗原彬 の 研究 「歴 史と ア イデ ン テ ィ テ ィ 」 （1983）

な どが こ の領域に 入 るだ ろ う。こ こ で は 本展 望 の 性 質

上 ，第 1 の 臨床的方向 と して の同一
性障害を重点的に 展

望する 。 第 2 ．第 3 に 闘 して は別の 著書 （鑪 ほ か 1984）
に ゆず る こ とに した い

。

　 もと もと Erikson の Identity概念 の 基 礎とな っ た 臨

床的経験は ．R ・Knight （1963） セこ よ っ て 先鞭 を つ け ら

れ た 青年期 の 境界 例 の 人達で あ っ た。こ の 研 究 の 流 れ

カ 　Masterson，J・（1972），Jacobson（1964），Kernberg，
0 ．（1975）．Gunderson ，　H ．（1979）な どに よ っ て お し進

め られた 。 こ れ らは 重症神経症，境界例 ，精神病 な ど に

関す る 心理学的な理解 へ の 努力 とな っ て い る 。 こ の 中で

も Masterson は 胄年前期 に ある境界例 の 心 理療法 に つ

い て MMahler の 分離 ・個体化論を土台 に して 独創的

な方 法 を 生 み 出 し た 。
Kernberg も，英国 の 対 象関係論

の 研究を とり入れ（岩崎 1973）．Eriksonとの 続合を は か

り，独 自の 境界 人 格構 造 論 （Borderline　 Personality

Organization− BPO ）を提唱 した点で特記さ れ る べ き

で あろ う。 こ の BPO の 判断基準と し て Kernberg は ，
Identity 意識の 曖昧さ，原始的防衛機制の 使用 ， 現実吟

味能力 の発達な ど を あげて い る。こ れ ら の 臨床的 な 研 究

は こ れ ま で 治療困難で あ っ た 境界例 の 青年 た ち を心理 的

に 治療す る こ とが 可能 に な っ た の で ある 。 こ の 点 で も

Masterson や 1（ernberg の 硬究が 臨床場 面 で 働 く心 理

臨床家や精神科 医 に 与え た 影響 は 大きい 。

　日本 で Identity研究 は 小此木啓吾 （1973，1978），福

島章 （1978、1979）鑪幹八 郎 （1979．1983）らに よ っ て

様 々 に 紹介 され て い る。こ の中で Erjkson を精 力的 に

日本に紹介 した 小此木啓吾 の 努力は 特記 され る。また ．

馬揚謙
一

（1976）は ．「自我同
一

性 の 形成 と危機」 と題 し

て ，自我同
一

性をその 障害の方向か ら紹介 して い る 。 岩

崎徹也 （1980） も同様の 方向か ら 「同一性 障害 と病院精

神医 学」 と し て 紹介 し て い る。岩崎の 論文 で は 同
一

性障

害を中心 と した 境界例 の 人達 の 病院内に お け る 心 理 力 動

性 を 明 らか に し．治療共同体 と して の 可 能性 を示 し て い

る 。
こ れ に 対 し馬場 の 論文 で は，同

一
性障害をもつ 青年

た ち に対する外来の 精神療法を中心 に し て 述 べ て い る。

こ の 中で 馬場 は 次の よ うな Erikson の こ とぽを 引用 し

て い るが，同一
性障害を考え る上 で重要と 思わ れ るの で

次に 引用 する 。
つ ま り．「精神的 な 病気 に つ い て の 過度の

規制を行 い ．診断 を与え ，類型 に 分け る こ とを熱心 に 求

め るわ た した ち の文化で は ，わた くしが
匸t
患者 ア イ デ γ

テ ィ テ ィ
”
と呼 ぶ もの を患者が学習す る 危険 が あります」
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「精神科医 を訪れ る青年患者た ち は s た だ熱心 に 診断 さ

れ る こ との み を求め ，そ の 診断が 示唆する役 割 を 身 に

つ け．し まい に は ，か つ て は患者 で ない 自分と して の ま

とま りを も っ て い た の に ，今で は ．患者 と して の ま と ま

りがで きあが っ て し ま っ た よ うに 見え る こ と もあ るの で

す」 （Evansユ967）。 「こ の よ うな 認識に 基づ い て ，エ リ

ク ソ ン は ，同
一

性拡散
曜
症 候群

”
とす る こ とに よ っ て ．

嚠
一 過性 の 精神病 の よ うな徴候 を もつ 患 者 を

S

精 神 病

者
”

と診断せ ずにすむ と考え，
“
分裂病

”
な どの レ

ッ テ ル

貼 りを 回避 し よ うと し た の で あ る 」（馬場P．124，1976）。

　そ れ に も拘らず，「同
一

性障害」とい う形 で 問題を追求

す る こ とは ．新し い 精神障害の レ
ッ テ ル 貼り と な り，「患

者 ア イ デ γ テ t テ ィ 」 を つ く りあげ る の で は な い だ ろ う

か e そ の 皮肉な例 が DSM − M に お け る 「ldentity　Dist−

urbance 」 とい う診断名 の 採 用で あ る。米国精神医学会

編 の DSM 一皿 （Diagnostic　 and 　 Statistical　 Manual

第 1矼版一診断 ・統計の 手引〉は 1980年に 改訂されたが ，

そ の 診断 カ ラ ゴ リ
ー

の 中 に Identity　Disturbanceが っ

くられ た の で あ る 。
こ れは 米国 の 精神科医 が患者 を診断

し，保険請求や統計資料 とし て 報告す る時 に 用 い られ る

診断名である 。
こ の よ うに み る と Erikson の 基本的な

発想 で あ っ た 発達的 な 危機 を 示す症候群 と して の ア イ デ

ィ ア は ，逆手 に と られ た 形 に な っ て し ま っ た とい うこ と

に な りそ うで あ る 。

Identityを臨床的な 面 か ら青年期 の 問題 と し て 追 求

し，独創的な研究 を して い る の が 木村敏で あ る 。木村の

研究は r分裂病 の 現象学」（1975）に ま と め られ．そ れ

以前 に 現象学的自己 論が 「自覚 の 精 神 病 理 」（1970），

「人 と人 との 間」 （1972）．「異常 の 構造」（1973） と し て

出版され て い る。木村 は 自己同
一性の 形成過程を西田哲

学 とフ
ッ サ

ール の 現象学 との 統合 か ら明 ら か に し よ うと

した 。こ れ らの 努力は Erikson の 同
一

性論 と起源を異 に

しな が ら，同一性 の 基本構造を 歴 史性 （時 間性） と空 間

性 か ら記述す る な ど極 め て近 い とこ ろ に あ る の が興味深

い o

　 次に 発達心理学研究者 の 青年期論 と し て の 同
一性研究

に つ い て は 別 の 著書 （鑪 ほ か 1984）tcゆず る が，短 い コ

メ ン トを して お きた い 。同
一

性 の 研究は発達心理学 の 領

域 に 入 っ て くる と独 得 の 方法論 の 客観化 が 幅 を利か せ は

じめ る。対象 と して の 青年期に お け る同
一

性 の 問題の 興

味 とい うよ り．同
一

性概念 の 客観的 定義 尺度化 とい っ

た 方法論 に 重点が お か れ る こ ととな る 。 そ の た め 尺度そ

の 他 の 方法論 は 厳密に な っ た が，私 の よ うな臨床家的立

場か ら み る と，全 く中味 の な い 無味乾燥な．た だ 数値 を

い じ り廻す研究 に な っ て し ま っ た よ うに み え る 。 こ の 点

は 米国の 研究に お い て も，そ れ を真似 た 日本 の 研究 に お

い て も同 じで あ る。村瀬孝雄 （1972） が 鋭 く批 判 して い

る よ うに ， 目本 の 青年心理学研究 の 不毛性の 理由の 1 つ

は こ こ ら辺 りにある の で は ない だろ うか。やは り同
一

性

を真に 生 きた概念 として 甦え らせ る よ うな研究を行 うこ

とが，青年心理学そ の もの を活性化す る の で は な い だろ

うか 。 そ の た め に は ．村瀬 の 指 摘に あ る よ うに ，も っ と

事例砥究を重視する臨床的手法が要求さ れ るべ きだ と周

う。こ の 点 で 日本 の 青年心理学 の 代表的 M 究 者 の 1 入 で

あ る 西平直喜 の 報告は 印象的 で ある。

　西平 は 「青年分析」（19M ），　 r青年の 心 理 」 （1975）．

な どを出版 し．ま た 雑誌 「青年 心理 」 の編集者 の 1人 と

して も知 られ て い る 。 彼 は 「青毎 b理」 に 4 つ の 論文を

発表して い る。「ア イ デ ソ テ ィ テ ィ （1×2）」（1978），お よ

び 「続 ア イ デ ソ テ ィ テ ィ （1×2）」（ig78）で あ る。こ れ ら

の 論文 は ，彼が Erikson の Identity概念に触れ，は じ

め は こ れ を 尺 度化 し よ うと努力 し，や がて そ の 不毛性 に

気 づ き，次第 に事例研究的な世界に 入 っ て 行き，つ い に

「伝記研究」 に 行きつ くまで を記述 した もの で あ る 。

Identity概念に 導か れ ．た い へ ん 主体的 に 苦 L み な が

ら，次第 に 臨床的な 方向へ 進ま ざ るを得な か っ た こ と が

実感を もっ て 書か れ て い て ，印象深 い 論文 で あ る 。 ア カ

デ ミ
ッ

ク な 発達心 理 学 を専攻す る 人 の 中か ら，こ の よ う

に 臨床的に 青年期を み て い こ うと す る研究者が出 て くる

．こ とは 興味深 い
。 私 と して は こ の よ うな 研究者 が も っ と

多 くな る こ とを望 ん で い る 。

5．ldent三tyに深 くか かわ る膏年期の 病理

　思春期 ，青年期 の 心 性 と深 くか か わ り，そ れが病理 的

な 形 で 社会 の 注 目を集 め て い る幾つ か の 症状群がある。

登校拒否 ，家庭内暴力．校内暴力．自殺などで あ る e こ の

展 望で は ，臨床的 な 観点 か らの も の で は あ るが ，ど う し

た らよ い か とい う処遇 ，治療教育 の 問題 に つ い て は ひ か

え．こ れ らの 症状群 を どの よ うに 理 解す る か ，とい う点

に 焦点を合わ せ た い
。 しか し ， もち ろ ん きっ ち り と現実

の 理解 と治療教育 とが 分け られ る もの で は な い
。 理解は

治療教育 に よ っ て 確 か め られ，そ の 経験に よ っ て更に 理

解が進む の が常で あり，それが臨床的理解 とい う こ との

本質で もあ るの だ か ら。

　 こ こ で は 稲村博 （1983） に よ っ て 「思 春期 挫 折 症 候

群」 と し て一括さ れ て い る．登校拒否 ， 校内暴力，家庭

内暴力 を まず と りあ げ ，次 に 非行群 ，「キ ャ ソ パ ス 症 状

群」（笠原 ・山田ユ983） と呼ばれ る 中で ．留年，ス チ 浩

一デ γ ト
・ア パ シ ーを とりあげ，さらに 病 理的な もの と

考え られ る青年 の うつ 状態．自殺，Gender　 Identity・

や せ 症 ．境界例．分裂病 を と りあげて み た い 。

　（1）登校拒否
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　 社会の 大きな変化の 中 で ，登校拒否，家庭 内暴力．校

内暴 力は 家庭生活 の あ り方，家族関係のあり方，また 学

校教育 の 問題 との 関連で つ よ く社会 の 関心を 集 め て い

る 。

　 米国 で は Johnson，　A ．　M ．（1941）の 硬究に は じ ま り，

日本で も 1960年代 か ら佐藤 （1959），高 木 （1962），鷲 見

（1960），鑪 （1962）らに よ っ て研究 が は じめ られた 。 今 N

の と こ ろ．米国で は 学校生活 に お け る 1 つ の 不適応行動

と して 問題 に され て い る に すぎな い が，日本で は 家庭内

暴力．校内暴力 と並 ぶ 三 大症候群 と して 大 きな関心を集

め て い る 。 今 日 まで に 数多 くの 研究論文が 書か れ て い る。

こ れ に つ い て ，高木 （1983） が よ くま と ま っ た 展望を行

っ て い る 。 また 成書 と し て は ，佐藤修策 （1968），平 井

信義 （正978），村山 正 治 （1972）．稲村 ・詫 摩 （1980），

上 出
・
伊藤（1980）， 佐治 ・神保（1979），内山喜久雄（1983）

な どがある 。 登校拒否 の 問題は 今や思春期心 性 を 示 す日

本 に お け る代表的な症状群 の 1 つ で あ る。学 校の 現場 で

の 苦慮は 大 ぎい
。

こ れ が 義務教育や義務教 育化され た高

校な どの 学校制度と も深 く関係 し て い る こ とは 言 う まで

もな い 。こ れ まで の 症状理 論は 症児 の 病理 ，症児 の 自我

の 弱 さ，症状を 生む家族 の 病理などに 向か っ て い た 。 こ

れ に 対 して ，も う一方で ，こ の よ うな病理 を生 ん で い る

学校 の 制度，現状，教師 の 資質な ど、子供 や 家族 を と り

ま く社会の 病理 の 理解 へ すす ん で い る こ とに 特 色 が あ

る 。 こ の 方向か らの 研究 と して ，「児童青年精神 医 学会」
が 1983 年第 24回 の 総会 に 「登校拒否 と現代社会 」 とい う

シ γ ポ ジ ウ ム を 組 ん で い る の が注目 され る。

　 （2）家庭内暴力

　 こ の 問題 も最近社会的 に 注 目を集 め て い る 。 こ とに ，
「開成高校事件」 や 「早稲 田 学院高校事件」 （本 田勝一19

78）な ど，殺人 を伴 っ た シ 。 ッ キ ソ グ な事件が発生 し て，

家庭内暴力 が一
段 と注 目 され た 。 こ の よ うな家庭内暴力

の 現象は それ以前 に もあ り，そ れ 以後 に も数多 く増 え つ

づ け て い る。最近 は 穂積隆信氏 の 娘 の 記録 を 描い た 『積

木 くず し、1（1982）が話題と な っ た 。 専門 の 研 究 と し て

は ，こ れ まで 鑪幹八郎 （1979），稲村博 （1980），瓜 生武

（ユ983）な どが あ る 。 稲村 の 著書は こ の 問題 に つ い て全

体的見通 し を立 て るの に 役立 つ 。暴力の 実態，経過 ，原

因，本人 の 特微 ，暴力 の 心 理 ．他 の 問題行動 との 関連，

社会との 関連などを述べ て い る 。

　 まだ 実惑 の レ ベ ル で しか 言 え な い が，私 とし て は 、家

庭内暴力に 2 つ の タ イ プ が あ る よ うに 思わ れ る。A 群は

登校拒否型の 家庭内暴力 と も言え る もの で あ る。こ の 場

合，開成高校事件や 早稲 田 学院高校 事 件 に み られ る よ う

に ，暴力は 家 庭 内 に 限定 され て い て 広が ら な い
。 外 で

は J もの わ か りの よ い 子，お とな しい 子 と 考え られ て い

る 。 基本的 に は 成績 の よ さ，肥 大 した 自我理 想，現実吟

味力の 弱さが あ り， 神経症 レ ベ ル か ら精神病 レ ベ ル まで

があ る。こ れ に 対 して ，B 群 は 非行型家庭内暴力とも言

える もの で あ る 。
こ れ は A 型 とち が っ て ，暴力 の 表現が

家庭内 に 限定されず ，学校 で も，学校外 で も発揮され る

もの で あ る 。『積木 くず し』 に 代 表 され る よ うな タ イ プ

の 少年た ち である 。 こ の タイ プは 暴力を伴 う
一

般 の 非行

と 同質の もの で あ る。基本的 に は 学業不 振 ，学校で の 疎

外された体験を もち．似 た もの た ちが 対 抗 同
一

性 （福

島，1979），否定的同
一

性 グ ル
ープ を形成す る。A 型 に

つ い て は ，日本的特徴を示す もの と して筆者 （1980，19

S1）や小倉清 （Ogura　1982）な ど比較文化的な報告 が あ

る。

　 （3）校 内暴力

　 日本 の場合．一
種の 伝染病 の よ うに 急激 な勢い で ，高

校か ら中学 へ ，都会か ら周辺部 の 学校へ と拡大 して い っ

た 。 登 校拒否 や 家庭内暴力が 個 人 的な 病 理 と して と らえ

られ ，学校全体 として の と り組み が なされな い の に 対 し

て ， 校 内暴力 の 場合．学校全体が 地域社会 を も巻き 込 ん

で 大 きな問 題 と な っ て い くと こ ろ に 特色がある 。

　米国で は 既 に 1955年 に 「暴力教室」 （Brucks ，1955）
と い う映画 が つ くられ注 目を ひ い た し．最近 は 丁処刑教

室」（Lester，　1983） と い う殺伐 と した シ e ッ キ ソ グ な映

画 が あ っ た 。 日本 で も 「夜を ぶ っ と ば せ 」 （曽根 中生

1983） とい う非行 を扱っ た 映画，「積木 くずし」 の 映 画

化 （穂積，1983）な どあ り，暴 力の 主題 が積極的 に と り

あげ られ る よ うに な っ た。校 内暴力に つ い て は ，瓜生武

他 「家庭内暴力 ・校内暴力」（1983），沖原豊 厂体罰」（19

80）．校内暴力 （1983），中国新聞社編 「ぼ く は 15歳」

（1982） な ど が あ る。い ずれ も まだ 心 理 学的な理 解 の 水

準 に 達 し て い る と言 え ず，現状の 急救処 置的な状態を ど

う と らえ るか とい っ た こ とが多い
。 こ の 中で ，沖原 の 研

究 （1983） は ．比較教育論的 に 校内暴力を 匪界の 学校教

育の 中に 位置づ け た 調査結果を示 し た もの で ユ ニ ー
ク な

もの で ある 。 日本 の み が 校内暴力で 悩 ん で い る の で は な

い こ と が よ くわ か る。こ の よ うに 社会現象 や 不 適応行動

を文化的に 相対化 して と らえ る観点 は ，問題を 対症療法

的処置や規制の み に 終らせ ず．現代社会 の 変動 と青少年

の 心 的世界の 変貌 と して と らえ る こ とを可能 に す るだ ろ

う 。 非行 と して とらえ られ る暴力に は一
応 の 対応 が警察

や 家庭裁判所な どに よ っ て つ くら れて い る が ，家庭外 に

出ない 暴力，学校外 に 出ない 暴力 は取 り扱い に 苦慮す る

こ とが 多い 。「戸塚 ヨ
ッ Fス ク

ー
ル 」 に つ い て 専門 家 の

声 は それ ほ ど多くは なか っ た。こ れ らの 問題 に と り組

み ，苦し ん で い る心理臨床家な ど もい る が ，小此木啓吾

（1983）や 児童青年精神医 学 の 中で ．河合洋（1983），十
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亀 （1983）小池 （1983）らの 指摘に あ る よ う に ，研究不

足 ， 専門家不足 ，専門施設の 不 足は 日本の 現実と して 受

け と め ね ばな らな い で あろう。

　更 に こ れ に 関連 して 言われ て い る紋切型の家族原囚論

とい っ た 風潮 に つ い て 触れ て お きた い
。　 Federn，P・の

「父 な き社会」 （1919）Mitcherlichの 「父親 な ぎ社会」

（ユ963）の 精神分析学を基礎と し た 社会学的分析や河合隼

雄 「母性社会 日本 の 病 理 」（1976）な ど に よ っ て ，父親 の

家庭 内で の 弱 さが指摘 され て い る 。 登校振否，家庭 内暴

力，校内暴力その 他．神経症的な 問題の 家庭 に 父親 の 存

在が弱い とい うこ とが注 目され て い る 。 し か し，従 来

の 「強い 父親」 とい う役割諭的な発想で は 問題 の 理解 に

も，解 明に もな らな い の で は ない だ ろ うか 。 む し ろ，役

割論 は 道徳的な 規制と な っ て 「ダ メ オ ヤ ジ」 を糾弾 し．

過保護 の 母親 を糾弾す る と い う風潮 に 心 理学 が 貢 献 す

る こ とに な る に 過 ぎな い 恐 れ が あ る。ダ メ オ ヤ ジ の 家族

の 中 で も逞 しい 人 も育 っ て い る の で あ る。問われ るべ き

は ，何故ある 場合は 逞 し く子供 は 育 つ の に ．あ る場合 う

ま くい か な い か の 解明 で あろ う。 心理学者 の 仕事は こ の

よ うな症状の 中に組み こ まれ て い る 家族 の 心理的力動性

を詳細 に 記述 し て い くこ とで あろ う。こ の 点 で 西 園昌久

（1993）の 父親豫 の 分析 は た い へ ん 示 唆的な 研究 で あ る 。

西 園 が 問 題 に し て い るの は ，現実 の 社会的役割 と して の

父親 の 家族内 で の 強 さ弱さで は な く、母親 の 内部 に あ る

心 的対象 イ メ
ージ と して の 父 親艨 の 強 さ弱 さが，青年期

の 病 理 に 関連して い る とい うこ と で あ る 。 そ の 点 か らす

る と，母一子，父一子 とい う家族 関係 で な く．母一
父 の

関係 の 心理 力動性 で あ り，父
一母 一子 の 三 角形的 な関係

に お け る心 理 力動性 で あ る こ とが見直 され る の で あ る 。

ま た 父親 の 問題 に つ い て は ，文化 的相対論の 立 場 か ら，

他 の 文化 と の 比較 研究 が新し い 示 唆や 洞察を与え る と思

わ れ る 。

　 （4）非行群

　非行 の 発生件数は 1982年度に お い て ，戦後最大 の もの

とな っ た こ とか ら，そ の 理由に つ い て 色 々 の 憶測 が なさ

れ て い る。非行 に 関す る 研究 は社会情勢や 社会嚮度 な ど

が複雑に 絡 み 合 う。そ の 上未成年 で あ る こ とに 伴 う匿名

性 に よ っ て 概 究 は 困 難 で あ る。現在の と こ ろ Healy （19

36），
Frjedlander（1947）や Glueck ，A ．（195e），Eichholn，

A ．（1925） の 研究を超え る もの が な か な か見られ な い

が，地 味な研究は 続け られ て い る e 日本 に お い て は ，水

島恵
一

（1971），我妻洋 （1973）， 家庭裁判所現代非行問

題研究会編 （／979）， 井 上 公大 （1980）ら の 著書がある。

現在 ， 家庭裁判所調査官や 鑑別所技官の豊富な 経験を も

っ た 人達が研究をすす め て い るの で ． こ れか らの 蘇究 の

出版が 注 目 され る と こ ろ で あ る。個 々 の 主題 に よ る 研究

は 調査官 の 「調研紀要」 （前述），犯罪心理学 会誌 「犯罪

心理学研究」 に掲載さ れ て い る 。

　社会的規範 （刑法） te違反す る 青少年が非行の名の も

と に一括され て い るが，そ の 中 に は 様 々 の 行動 が あ る。

一
括 され る べ き非行 と し て の 共通性 は 心 理 的 ・内的な葛

藤を外向きに ，対人的 ・対社会的 に 社会的規範を犯す と

い う形で 処理 し よ うとす る と こ ろ で あ る。行勁 に よ っ て

心 的 な 内的葛藤を処理す る方法を行動化 acting ・out と

称し て い る 。
こ の 点に つ い て の 心理的理解 と取 り扱い が

進 ん で い る分野は ，後述す る よ うに ，境界例 の 研究で あ

る 。 実際に 非 行に み られ る 多 くの 事例 が，境界例 人格構

造 （BPO ）を もつ 人達の 行動化 で あ る 場合 が 多 い の で は

な い か と考え られ る。

　非行 の カテ ゴ リーの 中に は 暴力的表現．性的褒現 ，も

の へ の 執著，薬物依存と い っ た よ うに 様 々 の も の が あ

る 。
こ れ らの 行動を心 理学的に

一
括 し て 理 解す る こ とは

極め て 困難で ある 。
こ こ で は そ の い くつ か を次 に とり上

げ て み た い
。

　（1牲 的非行
一

社会
一

般 の 性風俗 の 「自由化1 に よ る

影響は ，青年 期 の 人達 へ の 性的関心を増大 さ せ ．性的逸

脱行動を容易に し て い る。それ に 伴 っ て 、妊娠，人 工 流

産．性病 の 増大 が み られ る 。 森野礼
一

（1982）， 千田夏光

（1978）は こ れ らに つ い て 事例的に ま と め て い る 。 日本の

場合，強姦とい っ た 性 と暴力が結び つ い た非行 は 約 leOO

件 （昭和56〜57年度）で あ る。米国の 場合 ， 絶対数 が 日本

よ りは るか に 多 く，こ の 問 題 を 重視 し，強姦 の 被害を専門

に した 心 理 臨床家も存在し て い る（Finkelhor 　1979）。 ま

た 緊急の 面接治療 な どを 行 うセ ソ タ
ーも あ る （Halpern

1978）。 日本 に お い て も社会全体 の 超勢とし て ．衝 動 性

に 対する内的統髑が弱 くな り，表現 が 直接的 に な る に 従

っ て ．こ れ らの 問題 は もっ と増大 して い くの で は な い だ

ろ うか 。

　  薬物一 少年非行 の 中 で 薬物事犯 と し て は 俗 に 「シ

ソ ナ
ー
事件」 と呼ばれ て い る非行 が多い

◇
こ れ は 劇物毒

物取締法 （俗 に 劇毒法違反） に 違反 した トル エ γ ガ ス 吸

引の依存状態を い うもの で あ る 。また 麻薬取締法違反 と

して の 覚醒剤依存な ど が増加 し て い る （警察白 書1983）。

女子少年 に も少 tsくな い
。 暴力団 と関係 の あ る場 合 が多

い 。日本 で は 米国 に お け る よ うな マ リフ ァ ナ （大麻） の

常習 fsど，シ ソ ナ
ー

以外 の 薬物依存が少ない の が特徴で

は な い だ ろ うか
。 少な くと も こ れ ま で 日本 の 場合．一

般

に薬物 へ の 依存度が 低い
。 心 的な葛藤 の 解決を覚醒剤や

幻覚剤を使 っ た 行動化 に よ っ て 解決 して こ なか っ た。 こ

の こ と は 単 に ，取締りの 厳 し さ に よ る薬物へ の 接近 が困

難だ っ た こ とに よ る の で あ ろ うか 。 それ と も，N 本の文

化か ら くる 日本的心性 の 特色 が あ っ て ．それ が薬物依存
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を少な くして い る の で あろ うか 。米国 に お け る私 の さ さ

や か な臨床体験か らい っ て ，日本 との 際 立 っ た 違 い に た

い へ ん 印象を深 くして い る とこ ろ で あ り，比 較文化的な

接近 に よ る青年期 の 心 性理解 に 大 きく貢献 で き る研究領

域 で は あるまい か 。

　   窃盗一
少年非行 の 中で交通事犯を除い て 常 に もっ

とも多 い もの である 。 非行 の 基底 に は 習慣化さ れ た 窃盗

があ る が，遊び 型 とい わ れ る 窃盗 が 注 目 さ れ て い る 。人

が や っ て い る か らや っ て み る ， とい う意識 である 。 ち ょ

っ と借 りて い る とい う気持で，横に 置 い て あ る 自転車に

乗 っ て 他 の 場所に 行ぎ，そ こ に 乗 り捨 て る とい っ た感 じ

な の で あ る。万引 も人 が や っ て 面白そ うだ か らや っ て み

る とい っ た も の で あ る。こ れ らは 一般的傾向として 所有

観念の 稀薄化，自と他 の 心理的分化が未熟で 稀薄 とな っ

て お り，自己 の 欲求が直接的に 瞬間的に 満 た され るべ き

だ とい う考え か らきて い る 。 こ の た め罪悪感の形成 が薄

弱 で あ る と同時に ．問題や困難を与え る責任は 外在化 さ

れ ．「放 っ て あ る の が 悪 い 」「そ こ に 置 い て あ る の が 悪

い 」 と い っ た 形 で 事態を眺 め ，そ う扱お うとす る。

　 しか し ，こ の よ うな 自と他 の 心 理的分化 の 未熟さ，稀

薄 さや，超自我形成の 弱さと罪悪感 の薄弱 さ，問題 の 外

在化とい っ た こ とは社会
一

般 の 目立 っ た傾向に な りつ つ

あ る の で あ り．非行少年に み られ るの は こ の よ うな社会

を見事に 反映 して い る の か も しれ な い 。

　（4）そ の 他一 あ ま り注 目 さ れ て い な い が ，少年非行と

して 大 ぎな問題は交通事件 とい われ る もの で ある 。 自動

車や 単車に よ る交通違反，事 故 に よ る 重過失致死傷 とい

っ た 問題で ある 。 重過失致死傷を犯 した少年は刑法犯
・

触法少年 19万 8，　701人 （ユ982年度） に 対 し 5 万 1，1G7人 と

約e6％を占め て い る （警察白書 1983）。 青年期 の 心 理 の

研究 と して は 自動車や ス ピ ードな ど交通の 問題 があ ま り

重要な主題として と り上 げられ て い な い よ うで あ る。少

年の 交通事故に よ る死亡 も極 め て 多い し，そ の 中に は事

故 な の か ，自殺な の か よ くわか らない よ うな もの も少 な

くな い 。車 は 凶器 に な る し．自殺 の道具 と もな る e こ れ

らは 重大な 問題 と して も っ と関心を集 め て よい の で は な

い だ ろ うか 。交通事件 に お い て も 「ル ール 」 と い う外的

規制が内在化 され て い な い こ とを示すス ピー
ド違反 ，信

号無視 とい っ た もの が 多 い a 全交通事件数は 昭 和 57 年

度 に は 173万件を超え て い る。こ れ は 上 に の べ た 自他分

比 の 稀薄化，対象 として の 人間が，もの と して物化 され

る こ と，衝動性 の 直接的表現，罪悪感の 形成不全，原因

帰属の 外在化な どに 加 え ，ス ピ ード感 の もつ 現実 か らの

超越性，r シ ン を 自分 で 実際 に 統制す る とい う幼児的万

能感願望 が 実現 さ れ る と い っ た こ とが 考 え られ るの で は

な い だ ろ うか e

　 （5）キ ャ ン バ スの 症状群

　キ ャ ン パ ス の 症状群とは笠原嘉 ・山 田 和夫 （1983） の

命名 に よ る もの で あ り．大学生に み られ る精神病理的症

状を総称 した もの で あ る 。 笠原 ・山田 の 著書 に は ，性，

自己 確 立，留年 ，精神病，ノ イ ロ
ー

ゼ ，ス チ ューデ ン

ト ・ア パ シ ー
t 思春期や せ 症，親子関係な どの 問題 が 幅

広 くと りあげられ て い る。大学生群 で は ．青年期の様々

の 心理的問題が示 され るが ， こ こ で は留年，ス チ ＝

一
デ

ン ト ・ア パ シ ーを と りあげて お く。そ の 他 の 精神病 理群
に つ い て は ，それぞれ項を 別に し て 後述す る 。

　ス チ ュ

ー
デ ソ ト

・
ア パ シ

ー
と は 大 学生 に あ っ て 無 気

力．ひ き こ も り．軽 うつ 気分な どを伴 い，一見理由 の な

い よ うに 見え る 留年生 た ち の こ と で あ る。Walters，P．
A ．Jr．（1961）に よ っ て 名づ け られ た 。

こ れ が 笠原 ら （19
71） に よ っ て 日本に も紹介 された 。日本で も横文字を片

仮名 に して そ の ま ま使用 され て い る 。 日本 で は 大学 で 精

神衛 生 の 問題 に 携 っ て い る学生相談室や保健管理 セ ン タ

ー
の 心理学 ・精神医学の専門家 に よ っ て 記述さ れ 研究 さ

れ て い る （丸井1968，倉石 ・岨中ig71．辻 1973，石川情
1969．細木1972，遠藤1972，藤井 1975 ， 笠原 1976．土川

1978）。 また笠原 （1983） は 留年な どを
一

括し，「退却神

経症」 とい う新 し い 用 語 を 提唱 し て い る。そ の 理 由と し

て ．留年の 心 的抑制 と して ア パ シ ーを 問題 に して い た の

であるが ，こ れ らの 症状 が キ ャ ン パ ス 内の 大学生 だ け の

も の で な くな り，成人 に も，高校生な どに も見られ る よ

うに な っ て ，それ らを 包括的 に とらえ る 用語が 必要 に な

っ た か ら と い う 。 退却神経症 の 特徴 と し て は ．  （病

前）魅格に お け る強迫的傾向，  優勝劣敗 へ の 過敏さと

本業部分か らの 退却 J   ア イ デ ン テ ィ テ ィ 葛藤 と進路喪

失．  都分的退却 とい うダ イ ナ ミ ズ ム ．  うつ 病 と うつ

状態との 関係 が 深 い ．などをあげて い る 。 ま た 細木 （19

72，1976） は Identity拡散 の 1 つ の 表現と して み て い

る。

　留年 ・
ア パ シ ー

の 問題 は 時代を顕著に 反映 し て い る の

が特徴で は な い だ ろ うか 。大 学生 の 風俗 の 変化 と共 に 今

後 も変 りつ づ け る症状群の 1 つ で ろ う。

6．自殺

　最近は 子 どもの 自殺の テ
ー

マ が ジ ャ
ーナ リ ズ ム に 大 き

く取 り上げ られ，社会 の 関心 を集め て い る 。 こ れ に 伴 っ

て 子供の 自殺 ，青年の 自殺 に つ い て の 著書 も出版 され て

い る。しか し．社会の 関心 が 高 い に も拘らず，子供や青

年期 に お け る 自殺は ，統計や 資料 に み る 限 り特 に 近年増

加 し て い る わ け で は な い （勝俣．1978）。青年期 の 自殺 は

昭和29年を ピー
ク と し て ，む し ろ漸減 して い る 。 社会的

に ，自殺 に 関す る 関心 の高さは ，こ の よ うな事実 に も限
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らず示 され る よ うに な っ た もの で あ る。従 っ て 関心 の 増

大 に は 別の 要因を求め な け れ ぽ な らな い で あろ う。

　自殺へ の 心理学的研究 か らの 関心 ，自殺予防へ の 積極

的な関心 は Shneldman とFarbero （1957，1961） お よ

び Shneidmann （1967）とFarbero （1974）の 積極的 な 研

究 に よ ると こ ろが 大 きい し，ま た彼ら の 創設 した 自殺予

防 セ ソ タ
ー

（SPC
−Suicide　 Prevention　Center）に よ る

と こ ろ が大 きい 。彼 らの 本 は 日本 に ほ と ん ど翻訳 されて

い る 。 日本 で は 大原健士 郎（1965，1975），稲村博 （1977，

1978），勝俣映史 （1969，1979）な どが精力的 に 研 究 を

行 っ て い る 。日本 の 自殺研究 の 高 さ は 世 界 的 に 認 め られ

て お i），1977年 に は 国際 自殺学会が京都で開蛙され て い

る。

　青年期 の 自殺 に つ い て は ， 勝俣 （1978） が 「青 年 心

理 」 の 講 座 と して 2 回 に 亘 っ て ，自殺予防 の 見地 か ら多

角的 に 研究 の 展望を 行 っ て い る。ま た 大学生 の 自殺 の 問

題 も深刻で あ る 。永年 ，学生 の 自殺 の 問題に 取 り組 ん で

きた 石井完一郎 （1982） は ，京大 学 生 懇話室 カ ウ ソ セ ラ

ー
とし て の 経験を 「青年の 生 と死 の 間」 とし て ま と め て

い る 。 自殺 の 研究 の 場合．既遂 と な っ て し ま う と，全 く

と り返し がつ か な い 事態 で あ る こ とか ら，問題の 追求が

困難 で あ る と同時 に，関係 して い る研究者 に は ，助け る

こ と が で きな か っ た 深 刻 な 心 理 的挫折感を与え る こ と も

少な くな い 。

了．Gender　Identity

　 Gender　 Identityは 性別 1司一性 と訳 され て い る 。 しか

し定 訳 と まで な っ て い な い の で ，そ の ま ま原語を当 て て

お きた い 。 自分 の 性を男性 か 女性 か の ど ち らか の 性 に 属

す る とい う性別 の 意識 が 日常生活 の 中で 問題を つ くる の

は ，思 春期か らの もの で あ ろ う。身体変化 に よ っ て 強制

され る性 別 の意識は様 々 の 混 乱 を 生 む 。異性 との 出会 い

に 混乱を 示す状態 （笠原嘉 ・山 田 和夫 1983） か ら，もっ

と複雑な変性 Transvestite や 同性愛な ど ま で様 々 で あ

る 。 性は身体的である と同時 に 社会的 ・心理的現象 で あ

る こ とか ら，内的
・心 理 的 な 混 乱 が ，こ の 性 の 領域 に 集

中す る こ と も多 い 。 既 に ，青年期の 区分 で 問題 に した よ

うに ， Sullivan（／953）は 前青年 期 （思春期）iこ お け

る 同 性 同 志の 体験 を 重視 した。こ の 体験 が し っ か りで ぎ

て い る と次 に 訪れ る 異 性 と の 体験が ス ム ーズ に い くとい

う観察を行 っ て い る の で あ る。青年期 に み られ る病理的

な Gender　Identityに つ い て は 及 川卓 （1980a．1980b，

1981，19S3） が 同性愛．変性 な ど を包括的に記述して い

る e 日本 で は ，同性愛 な ど Gender ！dentity の 問題が ど

ち ら か とい うと許容的 で ．キ リ ス ト教圏．回教圏 の よ う

な不寛容性を示 し て い な い 。従 っ て Gender　ldentity の

問題を
一

般に 病 理的｝こみ る こ とは多 くな い 。同性愛者 に

対す る 異常感や 疎外感も比較的に 少な い よ うで ある 。

8．摂 食障害

　過食 した り．食べ な か っ た りす る こ とに よ っ て 生命 の

危険 に まで 陥 っ て し ま う心 身症 で あ り，思春期やせ 症 ，

食欲不振症な どと 呼ばれ て い る。原語 の Anorexia 　Ner−

vesa は 神経性食欲不 振症 とい うこ とに な る が ， 思 春 期

に 多発す る こ とか ら 日本 で こ の よ うに 呼 ば れ て い る。し

か し，や せ 症は 思春期 に 限定された症状 で は な い 。 こ の問

題に 分析 的 に 接 近 した
1Bruch

，　H ．（1962，1974．1978）

以来，数多 くの 研究 が な され て い る 』 日本に お い て も報

告は 多 い 。
こ とに 下坂幸三 （1961，1963） の 充実し た研

究は 日本 で の 研究 の 出発 点 とな っ た と さ れ る 。 そ の 衡

石川清（1969）， 滝川
一

広 （19？8）藤本淳三 （1979），渡辺

久子（1980），野上 芳美（1983）な どの もの があ る。

　Bruch （1974）は摂食障害 Eating　Disorder を次 の

よ うに 分類 し て い る 。

　A ，肥満　L．精神病理学的特徴を欠 い た 肥 満

　　　　　 2 ．発達性肥満　Dvelopmenta ｝Obesity

　　　　　 3．反応徃肥満　Reactive 　Obesity

　　　　　 4 ．やせ
一

肥満交替型 の 人 々

　B ．神経性食欲 不振症

　　　　　 1 ．一
次的神経性食欲 不振症 Primary

　　　　　　　 Anorexia 　Nervosa（思春期 や せ 症）

　　　　　 2 ．心因性や せ症　Psychogenic　 Malnutri−

　 　 　 　 　 　 　 tion

　　　　　 3 ．非典型的神経性食欲不振症 Atypical

　 　 　 　 　 　 　 Anorexia　 Nervosa

　思春期やせ 症と い うの は こ の 表の中で B − 1の 群で あ

る。 い わ ば純型 と い っ て よ い 。心 因性や せ 症とは 分 裂

病 ， うつ 病，精神発達遅滞な どに 伴 うもの で あ り，非典型

的不振 症 とは 神経症的反応．思春期の うつ 反応 と して 食

欲不 振を 伴 うもの で あ る e こ の 症状 が圧倒的 に 女 性 に 多

い こ とか ら，Gender　 Identity の 問題として考察が な

され て い る もの も多 い 。 最近．境界例 の 心的世界 の 理解

がすすみ ， Bruch の 分類 で 言 うB − 2 の 心 因性 や せ 症

な どが解明 され ，そ の 心理的な取 り扱い に つ い て洞察が

深 め ら れ て い る （安 岡 登 他 1983）。ま た 比較文化的 に み

ると思春期や せ症や 肥満は ，発展国に お け る
一

種の 文 明

病的 な性質を有 し て い る 。 心 身の 相関が．心身 の 個人的

発達の み な らず，文化や時代 に 深 く根 ざ して い る こ とを

こ の 問題 は わ れ わ れ に 示 して くれ て い る。

9，その他の 精神 医学的な問題
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　 思春期や青年期 に 発生 し て い く強迫神経症，様 々 の 恐

怖症，分裂病な どは ， こ れまで も精神医学 の 主題 と して

とりあげられ研究 が 進め られ て きた。こ の 中 で，対人恐

怖症 は 日本 に多 く西 欧 の 社会 に 少 な い 症状 とみ な さ れ，

比較文化的 に とり上げ られて きた （西 園 昌久 1956．19

70，Tatara　1976，里村淳 1979）。また 対 入 恐 怖症 は 大 学

生 の 中 の 典型的な神経症症状で もあり，保健管理 セ ソ タ

ーや学生相談担当の 心 理臨床家 が 接触す る こ とが多 い 。

そ して 報告書も数多 く出 さ れ て い る 。 伊藤義美 （1983）

は こ れ ら対人恐怖症 に 関す る研究 の文献的展望を 行 っ て

い る，成書 と して は ，山下格（1977）．内沼幸雄（1977），

小川捷之編 （1975）．木村駿 （1982）な どが あ る 。

　青年期の精神医学 と し て最近注日 され て い る の は ，青

年期 うつ 病 と青年期境界例 の 問題 で あ ろ う。青年期境界

例 に つ い て は 既 に 述 べ た よ うな Mastersen
，J．（1972）．

Kernberg，　O ・（1976）や Rinsley，　D，B ．（1974）などの 研究

に よ る とこ ろ が大 きい 。日本で も小此木 啓 吾 （1970），

神 田 橋條治 （1970），河 合洋 （1965）な どを 出発点 と し

て ，最近関心が高ま っ て い る 。 日本精神分析学会は 1982

年 の 第 28回 大 会 の 主題 を 箋界例 と 人格障害 と し て 研究発

表 と シ ン ポ ジ ウ ム が 行 わ れた （精神分析研究 1982）。

　 こ の 中で 特 に 前青年期 など，よ り年齢 の 若 い もの を 問

題 に し ，こ れ ま で 注 目 され て い な か っ た境界例人格構造

に着目 して い るの が 森省二 （1978），皆川邦夫 （1980）で

ある。とり扱 わ れ て い る の は い ずれ も登校拒否 の 事例 で

ある が ，青年期心性 の 一
層詳細な観察資料を得 た 研究論

文 で あ る。

　 また 最近注 目 され る もの に ．境界例 の 理解 に 心理学的

検査法 ，就中，P 一
ル シ ャ ッ

ハテ ス トを用 い て 研究 し よ

う とす る 努力 が み られ る
。 片 口 安史 ・空井健三 らの 編集

に な る 「年報 ロ ール シ ャ ッ
ハ研究」 に も報告があ る が，

最近 出版 され た馬場禮子編（1983）の 『境界例』が 独創的

で あ る 。 米国で は 既 に そ の よ うな研究 と して Kwawer
，J．

（1980） の もの があるが ， 日本 の 心理学者 の 手 に な る こ

の よ うな充実 し た 著書 が 出版 さ れ た こ とを よ ろ こ び た

い 。精神病院，養護施 設，矯 IE施 設 に 勤 務す る 心 理 臨床家

も少な くない が，収容され る青少年 た ち の 心 理 学的 理 解

の 方向 と して ，こ の 境界例 人 格障害 に 着 目す る こ とは 極

め て 重要で は な い だ ろ うか 。 とい うの は ，青少年期境界

例 と 診断 され て い る 人達 の 示 す 外的行 動は ，Masterson ，

J．（1972．75）らの 記述を 借 りる と，登校拒否 ， 怠学 ， 暴

力．家編 ，盗癖，薬物依存 ，性的逸脱行動な どの 行動障

害 を 示 し，集中力困難，心身症状，強迫行動や観念，離

人感，摂食障害な どを示 して い る。こ の よ うな 人達は 教

育相談や 病院の 外来に お け る取 り 扱 い を拒否す る 場 合 が

多 く ， 施設収容 が 治療法 と して 重要な意義を もっ て くる

と考え られ る か らで あ る。

　 また 最近．青年期の うつ 病 tccaす る 関心 が 高 ま っ て い

る。そ の 理 由は ，既に の べ た 登校拒否 や ス チ ュ

ーデ ン

ト ・ア パ シ
ー

の 増大 とそ の 症状 の 1つ と し て うつ 状態が

示 され る こ とか ら，心 理 臨床の 主題と して も重要な もの

に な りつ つ あ るか らで あ る。精神 病 理 学研究 と し て は ，

笠原嘉 ・
大井正 巳 （1975）の 「テ ィ

ーソ エ イ ジ ャ
ー

の う

つ 病」 が あ る 。 彼らは 若年 に 現 わ れ る （躁）うつ 病 に つ い

て の 特色を 次の よ うに ま と め て い る 。

　 （1） 躁 ・うつ 両相 とも成人 の もの よ ウ持続 が短 い 。交

替が 頻繁 ・十歳台前半 で は 長 くて 2 ・3週 ，短 くて 1 週

間程度で 躁 うつ の 交替が起 こ る 。

　  成人 の 躁 うつ 病を基準 とす る と，非典型 の 病嫁が

多 い。非行 とか 心身症 などの 仮面性病鰾を 呈 した りす る

こ と もある 。

　  　予後の よ くない もの が 少 な くな い 。分裂病 へ 移行

した り， 自殺 に 終 るもの もあ る。

　青年期の 躁 うつ 病 に つ い て は 清水将之 （1987）もま と

め て い る。大井 正 巳 （1978）は 前思春期お よび 思春期の

うつ 病をい くつ か に類型化 し て い る 。 また 高山直子
・

吉川 加代 （1981）は 抑 うつ 症 の 発病契機か ら 3 つ の 型 に

分類で きる と し て い る 、 心 理家に 参考に な る と思 わ れ る

の で 次 に こ れ を 示 し て お こ う。 1型
一幼 児期 お よび 学童

期 に 経験した 喪失体験 を 処理 で きな い ま ま，以後 の 生活

に 適応 しか ね て 発症 し た もの。 li型一
幼児期 の 生育歴 に

1 型同様の 問題が あ り，それ に 加えて ．成人 し て か ら後

に 喪失を経験し，それ に よ っ て 発症 した もの 。皿型一思

春期 に お け る 独 立 一依存 の葛藤 に よ る 自己 評価の 混乱 を

処 理 で きず に 発症 した も の 。い わ ＠ る青年期 の うつ 病 に

幼児期の 喪失体験や 思春期の 独立
一依存経験 とい う心 理

的経験の 重要性 が 大きい とい うこ とが 注 目さ れ る。

　躁 うつ 病 や うつ 状態 に つ い て の 青年期 の 研究 は ほ とん

ど精神科医 の 研究者に よ っ て い る こ とが わ が る 。 し か

し，こ の 領域 は 心理学的 に も接近が 可能 で あ り．理解を

進め る 資料を提供す る た め の 研究を深 め て い け る の で は

な い だろ うか 。

まとめ

　青年期 の 諸問題 を臨床 の 観点 か ら と り上 げ た。こ こ で

は 問題行動や症状 の 理解 とい うこ と に 限定 し，そ れ も心

理 学か らみ た 場合ど うな る か ．心 理学 は どの よ うに 関与

で き る か とい う こ と に つ い て 模索した つ もりで あ る 。 本

誌 の 性質上 ，処置や治療 の 問題に は 入 らな か っ た 。 臨床

の 観点か ら青年期 の 問題 を み る と，心理学者 の 力が まだ

微 々 た る もの で あ り，大部分 が精 神医学者に よ っ て お し
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すす め られ て い る こ と が わ か る 。その 上 ，日本 の 独創的

な研究 は それ ほ ど多 くな く．ア イデ ィ ア は 米国 で の 研究

を継承 して な さ れ る もの が多か っ た 。 本展望で と りあげ

る こ との で きた の は ， 膨大 の 研究 の 中の ほ ん の
一

部 で あ

り，しか も筆老 の 狭い 臨床経験 に 照 ら し て 有意義と思わ

れ る もの に 過 ぎな い 。もっ と重要な 論文 や著書 が 抜け落

ち て い るか も しれ な い が ，それ ら は 今後ま た 新 しい 展望

と し て とりあげ て み た い 。
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