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落合良行 F青年期 に お ける 孤独感の 構造」

　本研 究 は ，青年期 に お け る 孤独感 に っ い て 研究 した も

の で あ り，5 章 か ら成 り立 っ て い る。

　第 1 章 で は，孤独感 に 関す る 研究を展望 し，従来 の 実

証的研 究の 問題点を明 ら か に した 。

　 1 つ の 周題点 と し て ，従 来 の 研 究 は，研 究 の 基 本 で あ

る 孤独感 の 定義が 明 示 され て い な か っ た こ とが あげ られ

た。そ こ で ，本研 究 で は，実証的研究をす る に 先 だ っ

て ，孤 独感 に 関す る 定義 を明示 し ，F孤独感 と は ，自 分

は ひ と りで あ る と感 じ る こ とJ と した。

　 ま た 別 の 問 題 点 と して ，従来 の 研究 は，一
面 的 で 単発

的 で あ っ た こ とが あ げ られ た 。 そ こ で 、本研 究 で は ，孤

独感に っ い て ，多 面 的 で 担 織的な 研究 を行 う こ と を 試 み

た。心 理 を研 究す る 方法 に は ，時間 と い う視点を入 れ な

い で ，今 の 心理状態 を解明 して い く方法 と ， 時間 とい う

視点 を 入 れ 時間 の 軸 上 で の 変化 を み て い く方 法 と が あ

る。本研究 で は，前者 の 状懸 を解明 し て い く方法を，構

造的ア プ ロ
ー

チ ，後者 の 時間 の 軸上 で の 変化 をとらえ て

い く方 法 を 発達的 ア プ ロ
ー

チ と 名づ け ， こ の 2 つ の 方向

か らの ア プ ロ
ー

チ を と る こ と に し た e 構造的 ア プ ロ
ー

チ

と し て ，次 の 3 つ の ア プ ロ
ー

チ を考えた。  孤独感は な

ぜ 生 じ る の か とい う孤独感 の 規定因 か らの ア プ ロ
ー

チ，

  孤独感 を類 型化 して とらえ る ア プ ロ
ー

チ．  他 の 生活

感情 と の 関連 か ら孤独感 を と ら え る ア プ ロ
ー

チ で あ る。

木研究で は ，   の 規定因や   の 孤独感に 関連 した 生 活感

情問 の 関連を，た だ 並列的 に列挙す る の で は な く，そ れ

ら を 整理 し，次元 と して ま とめ，そ の 次元 が 相互 に結合

して い る 関係 を明 らか に し よ う と して い る 。 そ の 次元相

互 の 関係 を構 造 と 名づ け た た め ，こ れ らの 3 っ の ア プ ロ

ーチ を構造的 ア ブ P
一

チ と 名 づ け た。ま た ，発 達的 ア プ

ロ
ー

チ に も，2 つ の ア ブ P
一

チ を考 え た。  青年期内 で

の 発達 的変化 を と ら え る ア プ ロ
ー

チ ，  青年期 を入 生全

体 の 中で 相対的に位置づ け，そ の 特徴を と ら え る ア プ ロ

ー
チ で あ る e こ の 構造的 ア プ ロ

ー
チ と発達的 ア プ ロ

ー
チ

を組 み 合わ せ る こ と に よ っ て ，本研究 は，孤 独 感 を．多

面的 ・組織的 に と ら え よ うと した 。

　第 2 章 で は ，前述 し た孤独感 の 定義 か ら 出発 し て ，孤

独感の 規定因 に 関す る記述的 ・探索的研究を ま ず行 っ

た。そ れ を も と に し て ，因子 分析を用 い て 孤独感 の 構造

を明 らか に し た。さ ら に ， 発達的 ア プ ロ
ー

チ を加 え，こ

の 孤独感 の 規定因構造 の 青年期内で の 発達 的変化 を明 ら

か に し，次 に ，入生 の 他 の 時期 と の 比較 を通 し て ，青年

期 の 規定因構造 の 特徴 を明 らか に し た。

　第 3 章 で は，孤独感 を類型 に 分け て とらえ，孤独感 の

様相 を明 らか に す る こ とに よ り，孤独感 の 理 解を深 め る

こ とを試 み た。ま ず ， 第 2章 で の 規定因構造 の 解明結果

に も とつ い て ，青年期に お け る 孤独感 の 類型化 の 方法 に

っ い て ，実証的 に検討 し た。そ の 上 で ， 孤独感 の 類型 を

判 別す る た め の 尺度 （LSO ） を作成 し，そ の 妥当性 と

信頼 性 を検 討 し た。次 に，こ の 尺度を用 い て ，孤独感 の

各類型の 特徴 を検討 した．さらに，発達的 ア プ ロ
ー

チ を

加 え，類型 か らみ た 青年期 の 孤独感 の 発 達 的変 化 を検討

した 。

　第 4 章 で は，い ろ い ろ の 生活感情の 関連構造 か ら み た

孤 独感の 特徴 を，明 らか に し よ う と試 み た。まず ， 青年

自身に ， 最近感 じて い る 感情名 とそ の 説明 を記述 して も

ら い ，そ れ に よ っ て 青年期 の 代表的 な 生 活 感情 を 選 定 し

た。次 に ，ク ラ ス タ
ー

分析や 因 子 分析 を用 い て ，孤独感

を中心 と した青年期 の 生活感情 の 開連構造 を解 明 し た。

さ らに ，発 達的 ア プ ロ
ー

チ を 加 え，生 活 感情 の 関連構造

か ら み た孤独感 の 青年期内で の 発達的変化 を明 らか に し

た。ま た，一生 の 他 の 時期 との 比 較 を 行 っ て ，青年 期 の

孤 独感 に 関す る 生 活感情 の 関連構 造か らみ た特徴 を明 ら

か に し た。

　第5 章で は，孤独感 と人 格形成 との 関係 に 関す る研究

を ま と め た 上 で ，本研究 の 結果 を，人格形成 と の 関 連

で ，発展的 に 考察 し た 。そ して 最 後 に ，本 研究 の 問題点

と今後の 展望 に つ い て 述 べ た D

　本研究 で は ，i孤 独感 と は ，自分 は ひ と りで あ る と 感

じ る こ と」 と，一
応定義 を して ，研究 を 出発 させ た。そ

こ で 最後 に，本研究 の 結果 をも と に し て ，青年期の 孤独

感 を次 の よ う に 再定義 した。

　青年期の 孤独感 と は ， 「人 と親密な関係 をも と う と す

る 志向性を も ち な が ら，そ れ が 実現 し な い と きに ，人 間

同士 の 理解 ・共感 は 難 しい と感 じ，自分は ひ と りだ と感

じ る こ とで あ り，そ の 感 じの 意味あい は，自分を含む 人

は，個別性 を もつ 存在 で あ る こ と に 気 づ くこ と に よ っ て

変化す る 。」

　筑波大学

　　教育学博士

櫻井茂男 「内発的動機づ け に 関す る 自己 評価的 モ デ ル の

　　　　　実証的研究 」

　論 文 の 目的 は，下 図 に示 され た 「自己 評価的動機 づ け

（Self　Evaluative　Motivation ： 略 し て SEM ） モ デ ル 」

を実験室的研究 と教育現場的研究 に よ P実証 す る こ とで

あ っ た。各章 の 概要 は次の 通 りで あ る 。

　第 1 章 「序論 」 で は ， 内発的動機づ け の 定 義，M 究

史，今 日的意義な どが述べ られ た後，本研究 の 出発点と

な っ た 認知的評価 理 論 （Devi ，
1975） の 問題点 が指摘 さ

一 174 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


