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は じめ に

　家族心理学 は，1980年代に な っ て よ うや く確立 さ れ た，

心理科学の な か で も っ と も新 しい 分野 で あ る 。 心理 学関

係者の 間 に お い て も， 家族心理学 は十分に膳炙 して はい

な い と思 わ れ る 。 『教育心理学研究』誌 に本稿 ［家族心理

学 の 成立 か ら今 日 ま で の経過と今後の 展望 を含 む研究動

向］を執筆す る こ とが で き る こ と は ， 時宜 を得 た も の で

あ っ て ，こ の機会 を提供さ れ た関係各位 に 深 く感謝 申し

上 げた い
。

　本稿 で は，最初 に 家族心 理 学の課題 と近接領域 と の 関

連 に つ い て述べ ，次に家族心理学 の成立過程 を検討 し ，

お わ り に 欧米 とわ が 国に お け る家族心理学研究の 現状 と

展望 を記述す る こ と に し た い 。

1， 家族心理 学の課題 と近接領域 と の 関連

　心 理 学史を顧 み る と，心理 学 は お お む ね 個 人 の 心理 あ

る い は行動を解明 し よ う と し て きて お り， 家族 に関心 を

示す こ と は概 して 少 なか っ た。家族関係を取 り上 げ る 場

合で も ， 個人 に 影響 を及ぼす要因 の 1 つ とみ なす程度で

あ っ た 。 た とえば ， 発達心 理 学 の 分野 で は，研究対象 は

最初 ， 子 ど も自身 で あ っ た が
， 次 に 母子関係に注目す る

よ う に な っ た。近年 ようや く， 父 親が 子 ど も の 発達 に と っ

て 重要 な役割 を 果 た し て い る こ と に 気 づ か れ る よ う に

な っ て き た 。 さ らに
， 最近 に な っ て ， 同胞関係や祖父母

との 関係が研究の対象に 加え られ る よ うに な っ た。か く

て ， 家族全体を 1 つ の シ ス テ ム と み な し ， 研究対象 とす

る よ うに な っ た の は，ご く最近 の こ と で あ る。錯綜 し た

家族関係 を研究 し よ う とすれ ば ， そ の 理論モ デル を構築

す る に あた っ て， シ ス テ ム ズ ・ア プ ロ
ー

チ が 必要 に な る 。

家族関係 は，孤 立 し て 存在す る の で は な く， 他の 社会 的

な仕組 み （た と えぼ ， 学校 ，
マ ス ・メ デ ィ ア，保健医療

シ ス テ ム
， 職場 ， 自治体，政府な ど） と相互 に か か わ り

を も っ て い るか らで あ る。

　家族 の 社会的生態が ， 次第 に 家族問題 の 主要 な決定因

で あ る と言 わ れ る よ うに な っ て きて い る 。 た と え ば ， 青

年期 の 適応障害 は， そ の 典型的な例で あ る。青年期 の 不

適応が家族 関係面 の 歪 み に よ っ て ひ き お こ さ れ る だ け で

な く ， 学校 ・地域社会 と家族 の 関係 の問題か ら も た び た

び 生 じて い る か らで あ る 。

　家族関係 ， 家族 と他 の 社会 シ ス テ ム と の関係 に み られ

る力動性が ， 家族心理学の中心的な 課題 に な る で あ ろ う。

それ に は、家族 を力動的 で 多面的 な 全体 と し て 把握 す る

必要が あ る 。 家族心 理 学で は また，家族 の発達過程に関

する生涯発達的な取 り組 み が な され ね ば な ら な い 。

家族心理学の 主要課題

　 さ て ，こ こで ，家族 心理学の定義お よ び主要課題 を暫

定的 に 記述 して お くこ と に した い 。

　家族心理 学 （family　psychology ＞と は ， 心 理 学的方法

論 に 準拠 し，家族 に か か わ る 心 理 学的諸現 象 を 研究す る

科掌 で あ る 。 具体的に は ， 親子 ・き ょ うだ い な どの家族

内の 関係，結婚や離婚 に関す る 心 理 一
社会的 な事柄 ， 家

族 の 形成 ・発達 ・崩壊な ど の家族心理過程 （family　proc−

ess ）が ，研究課題 に な る で あ ろ う。現代家族 が直面 す る

危機の克服 を 目指 し て，家族 心理学は ， 次の 2 つ の 主要

課題 に 取 り組 む こ とに な る 。

　第 1 は ， 子 ど も （あ る い は酉己偶者）の 問題行動 や 心理

面 の 症状 ， 夫 と妻 の 葛藤 ， 老親 と の 不和 な ど の 問題 を も

つ 家族 に 対 す る 心理
一
社会 的な援助法 （フ ァ ミ リ

ー ・カ

ウ ン セ リン グあ る い は家族療法） の 理論 と実際 に 関す る

研 究 で あ る 。

　第 2 の 主要課題 は， 家族 の健全 な 発達 を促 進 す る 心

理
一
融育 的な方法 の 理 論 と実際 に 関す る 研究で あ る 。

　子 ど も や 夫婦 の 心理面 の 問題 は ， これ まで 児童心理学 ，

青年心理学 ， 臨床心 理 学等 の 分野 で 取 り扱わ れ て き て い

る 。 しか し
，

お お くは個人 に焦点が 合わ され ， 家族 は そ

の背景 ま た は環境 と し て 考察 され る場合が通例 で あ っ た。

児童や 青少 年 の 行動問題 に取 り組む カ ウ ン セ リン グ （臨

床心理学の 1分野）の 発展 に ともな っ て ， 子 どもの問題

行動は ， 家族 関係 の 病理 を し め す 症状 で あ る場合 が お お

い こ とに 気 づ か れ る よ う に な っ た 。 家族全体 の構造 と機

能 を見 つ め ， 心理的な援助 を積極的 に お しすす め る フ ァ

ミ・リー ・カ ウ ン セ リン グあ る い は家族療法 が ， 重 く見 ら

れ るように な っ たの で あ る 。

家族 心 理 学 と近接領域 と の 関係

　家族心理学 はまた ， あ る意味で 学際的な科学 とい う こ

と が で きる 。
い ま述 べ た臨床心理学 の な か で も児童 ・青
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少年の 適応障害に取 り組む 分野 で は， 家族 シ ス テ ム を学

校 ・地域社会 とい っ た社会 シ ス テ ム と統合的に み な け れ

ば的確な対処が で き な い こ とが知 られ て い る。発達心理

学で は
， 生涯発達 が 重 視 さ れ る よ う に な り ， そ の 拠点 の

1つ と して家族が考慮 に 入れ られ るように な っ て き て い

る．さ ら に
， 教育心 理 学で は ， ま す ま す 家庭 に お け る人

間形成の 大切 さ が強調 され て きて い る。 新 し い 視点か ら

の 家族教育 ・家庭教育が い ま要請 され て い る。社会心理

学の分野 で は， 小集団内 の 人 と人 の 相互作用 を研究す る

集団力学 は，も と も と家族関係 の場 の ダイナ ミ ッ クス を

重 く見て お り， そ の知 見 は家族心理学 に と っ て役立 つ は

ずで ある。

A　社会心 理 学領域 ，
と くに 集団 力学 との 関連性

　現代 の 心理学者の な か で場の 理 論の 立場か ら， 家族関

係を 全体的 に と ら え よ う と し た の は，小集団 の 人間関係

を実証的 に 研究す る集団力学 （group 　dynamics＞の 創始

者 Kurt 　Lewin で あ る。　 Lewin は早 く も，／940年に 「結

婚生活に お け る葛藤の背景」 とい う論文 を発表 し て い る

が，Lewin に よる と，家族は典型的な小集団で あ っ て ，

その 構成員同士 の交わ りが他の ど ん な集団 よ りも相 互 依

存的 で ある こ と， 人 間生活 に基本的な価値観 （なに が ，

い ち ば ん 大切 か ）に よ っ て 結 ばれ て い る こ と，し か も人

と人 の距離が もっ とも近接 して い る集団 で あ る （Lewin ，

未永訳，1954）。

　夫婦 間の 対立や葛藤 を引 き起 こす条件 と し て ，
Lewin

が 挙げて い る の は，まず第 1 に ， 衣食住 や性愛，安全 な

どの 基本的な要求 を充足 する際 に 生じ る緊張で ある 。 第

2 に ，物理 的あ る い は （お よび）心理的 に 自由な空聞 が

少なけれ ば
， 緊張 が 生 じ や す い

。 と りわ け ， 家族内部 に

禁止事項や タ ブーが多けれぼ ， 緊張 はい っ そ う強 くな る 。

さ らに
， 外部 と の 境界 の 壁 が 厚 くて ， 内外の 疎通 が 困難

だ っ た り ， 内部の役割が固定化 または硬直化 し て い て ，

束縛が 多ければ，家族内の 緊張 は もっ と も強 くなるで あ

ろ う。

　Lewin は，こ の よ うな家族緊張に関す る分析に も と つ

い て ， 家族関係 に お い て は相互依存性 と相 互 同
一

化 が こ

とさ らに 重要 で あ る こ と を 示 唆し て い る 。 家族 に は ， 個

人 の要求 と
， 集団 と し て の 家族 の 要求 を効果 的 に調整 す

る機能が求 め られ る。家族 の
一

員 （例 ， 幼児） が援助 を

必要と す る時 に は，個人 （例 ， 父親 また は母親） は自由

を
一

時的 に 放棄 して ，支援 しなけれぼな らな い の で あ る 。

　 集団力学は，Lewin 以後 ， 実験室的な研究 に 傾斜 した

の で
， 家族 ダ イ ナ ミ ッ ク ス （家族力動 と も言う 〉 を 扱 う

こ と は減少 して い る が ， 家族心理学 の 研究 で は Lewin の

先駆的 な 研究 に 学 ぶ と こ ろが 多 い
。

B　臨床心理学領域 に お け る 実践的研究 との 関連性

　臨床心理 学領域 に お け る実践的な研究 が，家族 心理学

誕生 の 母胎 に な っ た とい わ れ て い る 。 そ の成立過程 に つ

い て は次節で取 り上 げた い
。 20世紀前半 に お い て は ， S．

Freud の 精神分析的な取 り組み が徐々 に 心理臨床事例 に

試み られ は じ め て き た。第 2 次大 戦後 に は ， Carl　Rogers

の ク ラ イ エ ン ト中心 の カ ウ ン セ リ ン グあ る い は B．F．

Skinner の オ ペ ラ ン ト技法 に よ る 行動療法 な ど が 心 理 療

法 ・カ ウ ン セ リン グ の分野 に 参入 し， 心理面 の 問題 をも

つ ク ラ イエ ン ト個人 に 対す る 援助効果 は ま す ま す 向上 し

て きた の で ある 。 精神薬理学の 進歩 もまたい ち じる しく，

向精神薬 の 開発 が すす み，個人治療 の 成果も目立 つ よう

に な っ て きた 。 ま た ， 病院や 児童青少年の保護福祉施設

で も 心 理 学 ・社会学 ・教育学等 の 人 間科学専攻者が心 理

療法や生活指導 に当た る よ うに な り， 個 々 の 予 どもに 対

す る 治療教育効果 は以前 よ りも際立 っ て き た の で あ る。

しか し な が ら ， 社会的な 適応力を快復 した子 ど もが 病院

や施設 か ら帰宅す る と，間もな く問題 を再発さ せ る こ と

に 気づ か れ始め た。か くて ，臨床心理 専門家 た ち は，家

族が もつ 病原性 に 直面す る こ と に な っ た の で ある 、

　教育相談所 ・外来診療所 な ど の 心理臨床家や 精神科医

たちは ， クライ エ ン トや 患者 の な か に向精神薬あ る い は

面接治療で は 改善 さ れ ない 青年期 の 適応障害者が い る こ

と に 気 づ き， 家族 ぐるみ の 治療を企 て る よ う に な っ た 。

1950年代後半の こ とで あ る。

　青庫期 の 適 応障害事例 に 取 り組ん で い た 心 理 臨床家 た

ち は，家族関係 の病原性が家族全 体 へ の 治療 的介入 に

よ っ て 改善さ れ る と き， 2 次的効果 と して 子 ど も の 問題

行動が消失 ま た は軽減 され る事実 を見 出す よう に な っ た 。

そ の 後30年余 の 問，家族へ の トータ ル な治療的援助が さ

ま ざ ま な 理論的 オ リエ ン テ
ー

シ ョ ン の も と に 実践 さ れ ，

研究者の 数 も増加 し，家族心理学の成立基盤が徐 々 に 確

固 と し た もの と な っ た の で ある。

　 家族療法が重視す る シ ス テ ム ズ ・ア プ ロ ーチは ，
い ま

や臨床心理学実践に お い て も注目さ れ る よ うに な っ て き

て い る 。 今 日で は ，．青年期の適応障害に関す る家族心理

学的研究が ， 臨床心理学 の 発展 に 寄与す る ほ ど の 影響を

与 えづ っ あ る 。

C　発達心 理学領域 の 研究と の 関連性

　発達心理 学は ， 受胎 か ら死 に 至 る ま で の 生 体 の 心 身の

形態や機能の成長 ・変化の 過程 ，
こ れ に伴 う行勸 の体制

化の様相 ， 変化 を支配す る機制 や 条件 な ど を解明 し ， 発

達 に み られ る法則の定立 を目指 して い る （新心理学事典，

平凡 社．1981691 − 696ペ ージ）。 1950年以後の ，
い わば

20世紀後半に お け る発達心理学的研究 は，次 の 3 つ の軸

に 沿 っ て 進行し て い る と言わ れ る 。 第 1 は ， 自然観察 か

ら ， 実験 的分析 お よ び 比較的方法 へ と研究法が 変化 した
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こ と 。 第 2 は，発達標準の記述や設定か ら，発達過程 の

因果的説 明 へ と研究 目標 が 推移 した こ と。第 3 は ， 「遺伝

か 環境か 」か ら， 「相互作用は い か に営ま れ る か」へ と主

要課題が変化 し た こ とで あ る と さ れ て い る。

　筆者の臨床的観点か ら言え ば ， 第 2 の軸即 ち個人 の 発

達過程 の 因果 的説明 に もっ と も関心 が あ る。しか し， 発

達心 理 学はあ くまで も個体の 発 達研究が 主眼 目で あ る た

め，家族 や家族 関係 はそ の 背景 的要因 として 取 り扱 われ

て い る に す ぎな い
。

　人間 の 心身の 健康 を重 くみ るの で あれば，個人 の 発 達

だ け で な く家族 関係の発達が等 し く研究さ れ る べ きで あ

ろ う 。 こ の 課題 は，伝 統的な発 達心理学 の対 象 とい うよ

り も ， 新 た な 家族 心 理 学が取 り組む べ き も の な の で あ る 。

家族心理学 に お い て は ， 家族 関係 の 発達 ， 即 ち家族過程

の 諸段階 を的確 に 記述 す る こ とが求 め られ て い る 。
こ の

線 に 沿 っ た 研究 は，か な らず個体 の 発達心理学 に寄与 す

る と こ ろ が大 きい はず で あ る 。

　さ て ，家族 に は，そ の 生活 自体 に 創造的 な潜在力 が 内

在 して い る 。 しか し， この潜在力が望 ましくない 方向に

作用す る と
， 成長 を妨害す る 力 に な っ た り， 関係 を破壊

す る力に な っ て し ま う こ とが あ る 。 家族ダイナ ミ ッ ク ス

（family　dynamics）と は，家族 の 人 々 の 間 の 心理
一社会

的な交 わ り （psycho −social 　transaction）に み られ る力の

関係を言うの で あ る が，
一
般 に 家族ダ イ ナ ミ ッ ク ス は，

結婚 に 始 ま り， 時 ととも に変動 しなが ら ，

一
定の経過 （家

族過程　：　family　process ）を た ど りな が ら変化する もの

な の で ある 。

　結婚 の 初期 に は ， 夫 と妻の 絆 を強める た め の 努力 が な

さ れ ， 凝 集力 が し だ い に 強化 さ れ る。や が て第 1子 が 生

まれ る と，三 者関係 の ダイナ ミ ッ クス へ と大 きく変化 す

る。夫 と 妻 の 絆 が 弱 け れ ば，時 に は三 者関係 の 均衡 が 失

わ れ ， 母子 の密着が 目立 つ よ う に な る か も しれ な い
。 さ

らに ， 家族 に対 す る夫 の 帰属性が稀薄 となれ ば ， 夫 と妻

の間に緊張が生 じ る こ と に な る で あ ろ う。

　家族 ダイナ ミ ッ クス の 発達 に か か わる要因 に は ， 次 の

3 つ を 挙 げ る こ とが で き る 。

　  夫婦 の 連帯性 （夫婦連合 とい う こ ともある）〜夫

　　婦 の相互的 ， 相補的 な関係 に み ら れ る絆

　  子 ど もの 養育 と社会化〜子 ど もの 発達 に 相応す る

　　必須 の 行為 （親行為 ； ペ ェ ア レ ン テ ィ ン グ）

　  家族が直面す る危機 （家族危機 と い う）へ の 対 応

　　能力

　 フ ァ ミ リー ・カ ウ ン セ リ ン グが 必要 な 家族 を み る と ，

家族危機 に際し て的確な対応が で き な か っ た と判断 さ れ

る 場合が 多い 。家族危機は，ど の家族 に も必然的 な発 達

的危機 と ， 偶発的な状況的危機 と に大別で き る 。
こ れ ら

2種類 の 危機 が複合 した場合 に は ， 解決が
一

段 と難 し く

な りが ち で あ る 。

　家族が 直面す る発達的危機 は，家族過程 の 各段階 に み

られ るが
， 子 ど もが 思春期 ・青年期に な っ た と き に 生 じ

る親子 の衝 突は そ の 典型例である 。 家族が青年期 の 子 を

家庭 内 に閉じ込 め よ う と し た り （求心 的家族パ ター
ン 〉，

子 ど もに 友人 の 輪 の 中 に 参加す るカが欠 け て い た りす る

と， 家庭 内暴力が生 じる可能性 は い っ そ う大 き くな る 。

家族 に 凝集力 が 不足 して お り，子 どもに とっ て魅力がな

ければ （遠心的家族 パ ターン ）， 家 出し て街角の 群れ に ま

ぎれ こ む こ と は，た び た び 観察 さ れ る現象 で ある。しか

し， 大方 の 家族 で は， 親子 の世代間の葛藤や対立 を克服

し て ， 子 ど もの 自立 を 促進す る は ず で あ る。

　家族 は， 社会的経済的 な変動 に よ る倒産や失業 ， 災害

や事故 ， 遺棄や虐待な ど の 予期せ ぬ 状況的危機 に 遭遇 す

る こ ともままあ る。た とえぼ ， 父親が交通事故に よ る重

傷で 入院す れ ば，そ の 家族 の 構造や機能は
一

時的 に し て

も変化す る で あ ろ う。危機へ の対応 の仕方に よ っ て は ，

家族は い っ そ う強固な絆をつ くりあげる こ と もあるし，

間もな く解体し て い く場合もあ る 。

D　教育心 理 学領域 と くに家庭教育に係わ る 心理学 と の

　　 関連性

　教育心理学は ， 教育活動に つ い て 心理 学的 に 研究し ，

教育実践 上 の 課題 を解泱す る た め に ，よ りよ く適用 さ れ

る心理的知見 と よ りた か い 効果をあげうる 心 理 的技術 を

提供す る学問 と して定義され て い る （前掲，心理学事典，

156− 159ペ ージ）。 そ の主対象は ， 発達 ・学習 ・評価 ・適

応 で あ る と され て い る。 また ， 教 育活動 は家庭 ・学校 ・

地域社会 な どの 生活の各領域 で 行 わ れ て い るが ， 学校教

育 に 対比 するもの と して の 家庭教 育 とい う言葉 は ， 明治

20年頃 よ り ， 「親 が 子 ど も を しつ け る営み 」と い う 意味 で

用 い られ て きて い る。換言すれ ば，子 どもが 乳児期 か ら

成人 して巣立 つ まで の 閲， 親が そ の子どもに か か わ る教

育的な営みで あ る。 しか しなが ら，現代 の 家族が お か れ

て い る社会的状況 に あ っ て は ， 子育て を主 と す る家庭教

育 だ け で は ， 心 身の 健康の 維持増 進 と親子 と も ど も の 人

間性 の 発達 に は役立 たな くな っ て い る 。 家族 を構成す る

人 々 が健康で 幸福な家庭生 活 を営む た め の 「家族教育』

が 必要 に な っ て きて い る。 こ の 課題 に取 り組む の は ， 新

しい 視点の家族心理学が もっ と もふ さ わ しい よ うに 思わ

れ る。

　家庭 の 崩壊 を予防 し ， 家族 の 人 々 の健康 を維持増進 す

る よ う な 家族教育に対 す る社会 的 な 要 請 は ， 年ご と に た

か ま っ て き て い る 。 子守 りの 経験 の 乏 し い 若 い 親 た ち，

子育 て の 助言者 と して の 祖 父母 の い な い 核家族 の 増加 が ，

親教育の必要性を うみ だ し て き た 。 育児書や思春期 の 子
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ど も と の交わ り方な どを述 べ た本 が 多数出版 さ れ て い る

が ，子育 て や 家族 関係は ま さ に体験 な の で あ る か ら，本

を読む だけで は十分で はな い し， 文字情報間 の矛盾に困

惑す る こ と も ま ま あ る 。 そ れ に ， 家族教育や親教育 で は，

身をもっ て学習す る ス キ ル ・トレ ー
ニ ン グ （技能訓練）

が 必要で あ る。

　保健所で 実施 さ れ て い る　（母親教室，父 親教室 ， 両親

教室と呼ばれ て い る）産前教育で は， 講義 に 加 えて 沐浴

の実習が行われ て い る 。産後 の 教育 で は，離乳食指導が

実技を ま じ え て実施さ れ て い る場 合もあ る。

　小中学校 の PTA で は，家庭教育学級が 開か れ て い る

が ， 家族心 理 学的な知識 と方法 を取 り入れる こ と に よ っ

て ，もっ と魅力的 に な る はずで ある 。

　家族教育に は ， 基本的に は次 の 2 つ の 課題 が 取 り上 げ

られ る べ き で あ る。

　第 1 に ， 個入 と家族 の発達段階 に 関す る情報 で あ る。

夫婦 の 相互理解 と問題解決 ， そ れ ぞ れ の 自己実現の支援 ，

子 ど もの 成長 に 応 じた ペ ェ ア レ ン テ ィ ン グの あ り方な ど

が，学習対 象 に な る で あ ろ う。

　第 2 に ， 個人 お よ び家 族 が危機 に 直面 し た と き，い か

に 対応す る か の 方法 に 関す る課題 で あ る 。 危機対応 の 仕

組み を理解 し，対応能力 を増進す る と と も に，対応の レ

パ ー
トリ

ーを ふ や す よ う に す る こ と で あ る 。

　家族教育 の なか で，こ と さらに 重要な の は親教育で あ

る、寺田 晃 は ， 問題行動 の 子 ど もの発生 を未然 に 防 ぎ，

か っ そう した子 どもの 現実 を改善 す るた め の ， 親教育の

方法 の 指針 （前提 的原則） と し て ， 次 の 7 つ の 事項 をす

くな くと も考慮す べ きだ ， と述 べ て い る （寺田 ， ／987，

13− 36）。

　  親教育 の 早期展 開

　  両親 の 同時的面接に よ る 治療 の 展開

　  親 お よ び 家族 の 自己 回復力 の 発揚化

　   受容 ・共感の対応

　   　対象 の 診断 ・判断 の 明確化

　   教師 と の緊密な連携化

　   大人 自身 の 生活態度 の 調整化

E　社会学 ・人 類学な ど の 近接領域 と の 閲連性

　 家族 に 関す る科学的ア プ ロ ーチ は ， 19世 紀 中葉 に 始

ま っ た と い われ て い る。社会学者 山根常男 は ， こ の 家族

研究に は ， 次に挙げ る 3 っ の 源泉が あ る として い る （山

根 ，
1972）。

　第 1 は ， 生物進化論 の 影響 をうけ た ア プ ロ ーチ で ， 家

族 の 歴史的変遷 に 関す る 大胆 な仮説 をめ ぐる研究 で ，家

族進化論 と呼び う る人類学的な取 り組み で あ る 。 未開民

族 の 現地調査 に もとつ い て 家族進化図式 ［乱婚 → 血縁家

族→ ブナ ル ア家族 → 対偶家族 →
一

夫
一
婦 家族］を提示 し

た Morgan ，　L．H．，
一

夫
一

婦制 の 普遍性 を主張 した Wes −

termarck ，　E．な ど は代表的な研究者で あ っ た。

　家族研究 の 第 2 の 源泉 は，社会学 の 成 立 に と もな っ て ，

そ の 学的体系を記述す る な か で他の社会集団 との 比較 に

お い て 家族が 論 じ られ て い る場 合 で あ る。Comte
，
A ．や

Toennies，F．の 著作で は ， 家族 は副次的に論 じられ て い る

と い わ れ る。

　第 3 の 源泉は ， 社会改良的な関心 の も と に 19世紀中葉

に 行 わ れ た 家族生活 の 実態調査 で あ る。LePlay，P．F．は

『ヨ ーロ ッ パ の労働者』（1855年）の なか で
， 家族機能 の

面 か ら， 3 つ の 家族類型 ［父権的家族／系譜的家族／不

安定家族］を 示 し た と い わ れ て い る 。

　 さらに ，山根 に よ れ ば ， 家族研究は 20世紀に入 っ て次

の よ う な変化を み せ た の で あ る。第 1 に ，研究の 関心 が

過去 の 家族 か ら現在 の家族 に 移行し た こ と 。 第 2 に ， 家

族研 究の 舞台が ヨ ーロ ッ パ か らア メ リカ に 移 っ た こ と。

第 3 に ， 集団 として の 家族 の研究 が始 ま っ た こ と， で あ

る 。 社会経済的な変動か ら生 じる社会 的危機 に 対応 しな

が ら，
20世紀 の 家族研究 は ， 立場 を異 に す る ふ た つ の学

問群を通 じて発展 して きた とみ なし，山根 は次 の よ うに

主張 し て い る （山根，／972， 3 − 7）。

　 「工つ は集団な い しは文化 を出発点 とする学問，と くに

社会学 ・文化人類学 で あ り，
い ま 1 つ は個 人 を 出発点 と

す る学問 ， とくに精神医学 ・心理学 で ある。 社会学 の 家

族研究は多か れ少な か れ社会改良的関心 に 基礎づ けられ ，

た と え ば 日本の家族 ， 農村の 家族 ， 中間階層 の 家族 ， あ

る い は 外国 の 家族 と い う よ うに ，全体社会 ・地域社会 ・

社会階層ある い は文化 ・下位文化 な ど に それ ぞ れ共通す

る家族 や 家族関係の
一

般的性格 を明 らか に し よ う とす る 。

こ れ に対して精神医学や心理学 の 家族研 究 は臨床的関心

に 基礎づ け られ ， 社会や 文化に
一一
般 的な家族 よりは ， む

し ろ個 々 の 家族 の 分析 か ら出発 し，非行 ・神経演 ・精神

分裂病な どの家族の特徴を
一

般化 し よ う と試み る。」

　 最近 の 家族社 会学 的研究 の 特徴 は，家族の 構成 ・規模

な ど の 外的形態に関す る研究よ りも， 家族 の 内部構造 と

して の 役割構造
・権威構造 ・勢力構造な ど の分析に 焦点

が 移行 し て き て い る こ と で あ ろ う。 さ らに ， 老人 ・共働

き ・離婚な ど の ， い わゆ る家族問題 に対す る社会学的方

法 に よ る実証的研究 も熱心 に お こ なわれ て い る。

　 家族 内部 の 対人関係 を含む家族ダ イ ナ ミ ッ ク ス の 研究

は，社会学的 な方法論 に よ る よ り も，む し ろ 家族 心理学

的ア プ ロ ーチ に よ っ て い っ そ う充実 し た もの に な る で あ

ろ う。そ うす る こ と に よ っ て ， 社会学的 ア プ ロ ーチ と心

理学的 ア プ ロ
ー

チ の 統合 に よ る家族 に 関す る
一
般理論の

構築可能性が
一

段 と強め られるよ うに 思われ る の で あ る。
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2． 家族心理学 の 成立過程

　 家族 は ， 本来人間が 自分 の 子孫 を産 み 育 て ， 人 間性を

培 い ，さ らに 価値や財産 を次 の世代 に 伝え る た め に つ く

られた もの で ， 時や所が こ と な れ ばさ まざまな形 をみ せ

る に し て も ， 歴史 の 風雪 に 耐 えて維持さ れ て き た小集団

で あ る。家族 の な か で 生 ま れ ， 死 ぬ 存在 と し て の 入 間に

は ， 家族 は きわ め て 重 い 意 味を もつ
。 た とい 産院で生 ま

れ ，病院で 息を引 き取 る こ とが 多 くな っ て い る に して も，

つ ね に家族の 人 々 か らの 心理面 の 支援が安 ら ぎの 源泉 と

な るであ ろう。

　老若男女 とい っ た年齢や性の異な る人 た ち か ら構成さ

れ る家族 は ， 人間 とい う種 に と っ て 基本 的な必要 を 満 た

す も の で あ る。身体面 の 世話 ， 感情面の支え ， ある い は

知的 な交流 な どの 要求や，子 ど もの 養育 や行動 の制御，

意 志 の 疎通 や 性愛 な ど の 欲求は ， 基本的に は家族 の 関係

を通 じて 充足 さ れ る も の で あろ う。

　家族 内の 人 々 の 交わ りが 調和 の と れ た も の で あ れ ば ，

心理面 の 安定 と健康な状態が 増進 さ れ る 。 家族 に は ， そ

の 生活自体 に 大 き な潜在力が内在 し て い る と考え ら れ る。

しか し
，

こ の創造力 と等 し い ほ ど の ，お そるべ き破壊力

が 家族関係 の な か で つ くりだされ る こ とが ， よ うや く認

識さ れ る よ うに な っ て き て い る。 と くに ， 家族 関係の病

理 に対 す る援助的 な介入 として 企 て られ た フ ァ ミ リ
ー・

カ ウ ン セ リ ン グや 家族療法 の 発展 に よ っ て
， あ らた め て

家族機能の 見直 しが 求め られ る よう に な っ た の で あ る。

　予 どもや 大人 の心 理 面，行動面 の 異常 あ る い は 逸脱 ，

そ れ に青年期 の適応 障害 に 関 す る 諸現象の解明と そ れ ら

に 対 す る援助的介入 を目指す臨床心理学 の 分野 で は ， そ

の臨床実践 の 拡大深化 に ともな っ て ， 家族関係に対す る

心理学 的な再検討が求め られ る よ う に な っ て きて い る。

た と え ば ， 子 ど もが 治療教育施 設 で か な り行動面 の 安 定

性 を回復 した の で ， 家庭に帰さ れ る よ うに な っ た場合 を

取 り上 げて み よ う。 こ の よ うな事例で は ， 帰宅後数週 間

を経過 しな い うち に再発 し ， 再 収容 され る事例 が たびた

びある こ と に 気づ か れ，家族 に な ん らか の病源性が あ る

の で はない か ， と疑わ れ る よ うに な っ た の で あ る。また ，

精神分裂病者が 家族 の なか で ，大切 な役割 を担 い
， 家族

の 解体 を予防 して い る よ うな事例が ， 1950年代 に 発見 さ

れ もした の で ある。さ ら に ，妻 の 神経症が夫 に よっ て つ

よ く支 え られ て い る た め に ， 心 理 療法が効果 を あげえな

い 事例が あ る こ と も報告さ れ は じ め た 。 1950年以前 に は ，

心理的な問題は あ くま で も，患者 あ る い は ク ラ イ エ ン ト

の 個入 の 精神病理 に よ る もの とす る見方が支配的で あ っ

た の で あ る 。 家族関係 の 問題は，二 次 的 で ，環境要因 の

一
部 と見 られ て い た に すぎな い 。 こ の 立場か ら導か れ る

援助法 は，問題 を もつ 個人 に対す る治療教育 と，そ の 効

果を側面か ら促進す る環境調整 として の家族指導 と に 分

け ら れ る。 こ の ような二 次的な家族へ の か か わ りは ， 医

療 の 伝統的 な 見 方 に 近 い 。しか し ， 身体疾患 は と もか く

も ， 心理面 の 問題 に あ っ て は ， ク ラ イ エ ン ト本人 を家族

か ら き り離 し て み る こ と は，か えっ て 援助の方針を誤 ら

せ て し まい やす い こ とが知 られ る よ うに な っ て きた の で

ある。問題 をもつ 個人 の 病理は，家族病理 の 工つ の 症状

に す ぎない 場合が多 い か らで あ る 。 そ こ で ， クライ エ ン

ト本人 だけで な く， 家族全体が 援助 の対 象 と し て取 り組

ま れ る よ う に な っ た わ けで あ る 。

　 家族 内部の関係は，
一

般 に アウ トサイダーに は計 り知

れ な い 私的 な 交 わ りと 考え ら れ て い る 。 それ に ， 研究 の

ため に 内部に 入 り， 参加観察を試 み ようとして も，体 よ

く追 い 出さ れ て しまう こ とが 少 な くな い 。家族集団 は ，

他 の集団よ りも ， 侵入者に対す る抵抗 と排除圧力が
一一

段

と強 い こ と を特徴 と して い る。そ れ ゆ え ， 家族 の 心理 や

そ の 交 わ りの 特徴 ，
い わ ゆ る 家族ダイナ ミ ッ ク ス へ の接

近 は ， 長 い 間敬遠 さ れ て きた とみ られ よ う。 こ れ が，家

族心理学 の 成立 を遅延さ せ た 主要な原因 の 1 つ で あ る よ

うに思わ れ る 。

　発達心理学の分野 で は ， 臨床 心理学 よ りも早 く， 乳幼

児期か ら青年期 に い たる人間性の発達 に関す る研究 を通

じて ，
つ ね に家族 の もつ 機能 に 注 目して きて い る 。 親か

ら子 へ の 知能や才能 の遺伝的研究を は じ め と し て，躾 の

方法 とか 同胞競争あ る い は 出生順位 に よ る 性格 特性 と

い っ た諸問題 に 対す る調査研究が続け ら れ て き て い る 。

子 ど もの 発達 は ， 家族 関係 の 安定性 に 左右 さ れ る 面 が あ

る こ と も知 られ る よ う に な っ た 。 ま た ， 子 ど も と の 接触

時間がふ えた専業主婦の母親た ち の児童発達 に 向け られ

た関心 も大 き くな り，研究者 が 家族 の な か に は い っ て 参

加観察す る機会 も以前 よ りは多 くな っ た の で ある。家族

全員 との 面接デー
タが 入手 で き る よ うに な っ た の で，家

族 の ダイ ナ ミ ッ ク な交わ り方 を解明 で きる よう に な り，

子 ど もの 発 達に お よ ぼ す家族関係 の 影 響力 も ま た
一
骰 と

確実 に 把握 で き る可能性が で て き た の で あ る。

　 こ の よ うな研究動向 の 流れ に そ っ て ， 家族 の 関係を親，

子，夫，妻 な ど の 構成要素に分解せ ずに ， 1 っ の 統合体

として 把握す る こ，と を通 し て，つ まり家族 を 1 つ の シ ス

テ ム とみ な し て ，その 構造 と機能 に対す る 心 理 学的 な 取

り組 み をお こ な う家族心 理学が 1980年代 に 入 っ て 確立 さ

れ て くる の で あ る 。

　家族心 理学 は
， 前述 し た よ う に 心 理 科学 の な か で も

もっ とも最近認知 さ れ た課題領域で あ る。しか し，家族

関係に関す る 取 り組 み の 歴史 は けっ して 短 い も の で は な

く， 夫婦親子 同胞な どの彖族関係に 生ずる葛藤 と そ の 解

決 に つ い て は ， お そ ら く人 間が 家族 とい う形 をつ くりだ
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し て 以来，さ ま ざ ま な取 り組み を し て き て い る よ うに 思

わ れ る 。 と は い え ，
こ れ らの 取 り組 み の な か に は，た と

え ば，家族関係 に 関す る宗教的な教えな どの よ うに ， 経

験 的な事実 に よっ て 価値が 認 め られ る場 合 もあ る が，科

学的な実証に欠け て い る もの が多 い とみ な ければな らな

い
。

　青年期の適応障害な どの よ うな ， 心理面 の 問題 に 対 し

て 科学 的 な解明 に 最 初 に 取 り組 ん だ 人 物 と し て は，

Freud，　Sigmund の名を挙げる こ と が で き る 。 フ ロ イ ト

理 論 に つ い て は，今 日で は さ まざまな批判が あ る も の の ，

当時 もっ と も重視さ れ て い た 自然科学的な線形因果関係

論 に 厳密 に準拠 し，個人 の精神病理 が 幼児期の家族関係

に そ の 源 が ある と い う発見 は ， そ の後の家族心理学的研

究 を刺激す るもの で あ っ た 。

　現代 の 家族 心 理 学は ， 精神分析系統 の 理 論 よ り も，シ

ス テ ム ズ ・ア プ ロ ー
チ に 準 拠す る こ とが 多 い けれ ど も，

そ れ に は フ ロ イ ト と 彼 以 後 の 研 究成 果 の な か で シ ス テ

ミ ッ クな枠組 み に 包括 さ れ うるもの は取 り入 れ ら れ て い

る 。 ま た ， 現代の精神分析研究者 として 著名 な Erikson，

E．H．の 理論 は， 正統派精神 分析 の流れ に 立 つ と は言うけ

れ ど も，基本的に は シ ス テ ム ズ ・ア プ ロ ーチ の なか に 位

置づ け る こ と は
， け っ し て 誤 りで あ る と は 思 わ れ な い の

で ある 。

　家族心理学 の 成 立 過程 を
，

こ れ ま で の 主 要 な 著 書論文

を通じ て提起 さ れ た諸概念の類似性 と特異性を もとに し

て 段階分け を試み た と こ ろ，第 1期 は最初 の 40年と し，

そ の後は 20年ご と に 区切 る の が適 当 に 思われ る。（紙 幅 の

都 合 に よ り，そ の 詳細 は省略）

　第 1期 ：190D年〜1940年頃　精神力学 ・集団力学の創

　　　　　　　　　　　　　 始期

　第 2期 ：ユ940年〜 王960年頃 母原病の発見 と そ れ へ の

　 　　　 　　 　　 　　　 　　 批判

　第 3期 ：1960年〜1980年頃　 シ ス テ ム ズ ・ア プ ロ ーチ

　　　　　　　　　　　　　 の 多彩な 開花期

　第 4期 ：1980年〜現 　在 諸理論 の 統合 と家族心理

　　　　　　　　　　　　　 学の確立期

　第 ／期 に は，
Freud の 精神力学観 に よる家族 の 病源 1生

の 発見 と Lewin の集団力学的研究に も と つ く家族関係

の 葛藤 の 説明 が ，こ の 時期 を特徴づ け る も の で あ っ た 。

　児童 ・青少年 に 対す る相談指導活動 が普及す る に つ れ

て ， 心理 面 ・行動面の 問題 を もつ 子 ど も と母親の関係が

関心 の 的 に な っ て きた の は，1940年代 で あ る。欧米 で は，

母親の 過保護や放任が直接的に 子 ど もの 適応障害 をひ き

お こす と み る ，
い わ ゆ る母原病の概念が強調 さ れ た の で

あ る 。わ が 国 で は
， 父親 の 頑固 で 非民 主 的 な 言動 が 非行

少年をつ くりだす とい っ た見解 な どは ， 昭和 30年代 の 非

行予測研究 に よ る とは い え，か た よ っ た見方 で あ っ た 。

い ずれ の 場合も，母子関係や 父子 関係な ど の家庭内の 二

者関係 dyadが精神病 理 をうみだす とす る もの で，40年

代 と50年代に際立 っ て み られ た も の で あ る e

　 50年代 に 入 る と， 家族 を 1つ の ま と ま りの あ る単位 あ

る い は集団 とみ な し て ， 心理療法的な援助 を試 み る 人 々

もで て きた。とはい え，まだ こ の 時期 は家族 を シ ス テ ム

とみ る面で は萌芽的な段階で あ っ た 。 家族心理学成立過

程の第 2期 に は ， 家族 関係 の なか の 病源的 な 2者関係 に

焦点が 当て られ た 時代 と言 う こ とが出来 る 。

　 1950年代に 始 まっ た家族関係 を全体 的 に 把握す る動 向

は，1960年代に はい っ そ う進展し て ，家族関係に関する

さ まざまな理論 と実際面 の 活動 が 報告され る よ う に な る。

そ し て ， 1970年代に は い る と ，

一
般シ ス テ ム 理論 ・サ イ

バ ネ テ ィ ッ ク ス 理論な ど を取 り入れ た シ ス テ ム ズ ・ア プ

ロ ーチ が ， 従来か らの精神分析的なア プ ロ ーチ よ り も，

一
段 と重 く見 られ る よ うに な っ て くる の で あ る。家族 を，

全体 と し て ま と ま りの あ る もの family　as　a　whole と見

るよ りも，ユつ の シ ス テ ム family　as 　a 　system とみなす

考 え方が 家族関係研究の 新 し い 地平 を切 り拓 くこ と に

な っ たわ けで あ る。家族 心理学成立過程 の 第 3期 に は，

米国 を中心 に 西欧社会 で は ， 家族 の 危機 に直面 し ， そ れ

と積極的 に 取 り組 むなか で ，次 々 に 新 しい 概念や考 え方

が 提起 さ れ て き て い る 。

　 1980年 か ら現在 まで の 10年余 の 間 に （家族心理学成立

過 程 の 第 4 期），欧 米 に お い て は ， 家 族 療 法 や フ ァ ミ

リ
ー・カウ ン セ リン グが，ます ます普及 し，研究団体 の

新設や関係学術雑誌の刊行な ども盛 ん に なっ て きて い る 。

　 わが 国 で は
，

／980年代 に 入 っ て
， 家族療 法 に 関心 を 示

す心 理 臨床家が漸増 し は じめ ， 1981 （昭和 56）年 9 月に

は ， 日本家族心理学研究会 が創設 さ れ た
。

1981年 9 月 に

開催さ れ た 日本心理 学会第45回大会 （日本女子大学主催 ，

杉溪
一

言委員長） で は，シ ン ポ ジ ウム 「家族臨床心理 の

現状 と展望」が ， ま た 1982 （昭和57）年10月 に は 日本応

用心理学会第49回大会 （国際商科大学主催 ，安倍淳吉委

員長）に お い て シ ン ポ ジ ウ ム 「家族臨床心理 の諸問題
一
心

理学 は家族を援助で き る か 」 が，多 くの 参加者を集め て

開か れ た
。 両 シ ン ポ ジ ウ ム で 発表 さ れ た 主要論文 は

，
そ

れ ぞ れ 日本家族心理学研究会 の機関誌「家族心理学年報」

第 ／号 （1983年），第 2 号 （1984年） に 掲載さ れ た。

　 日本家族心理学研究会 は ， 1984年 3月 に 発展的 に 解散

し，同年 4 月 に は，発達心 理 学 ・
人格心理 学 ・社会心 理

学 ・教育心 理 学等 の 諸領域 で 家族 に 関す る研究 を して い

る人 々 が参加 して ， 日本家族心理学会 を創 設す る こ とに

な っ た 。 そ の 主 な理 由 は ， 心 理 学諸領域 で 家族 に 関す る

研究者 が ひ とつ に ま と まる こ とで ，家族心理学 の 発展 を
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促進した い と い う意向が 研究会会員の あい だ に 強 くな っ

た か らで ある。精神保健の領域 と は 別 に ， 児童 ・青少年

の 発達研究 ， 老 年期研究，家族 と 地域 の 関係 に 関 す る研

究に たずさ わ っ て い る 心理学者が協力 して ，家族 の健全

な発達 をめざす研究 と実践 が 社会 的 に も と め られ て 来て

い るか らで もあ る 。
こ れ らの研究 ・実践 を重視 し， 家族

教育 と家族療法 を主要な対 象 とす るの が ， 家族心理学で

あ る 。

　 また ， わが国で は ， フ ァ ミ リ
ー ・カ ウ ン セ リ ン グ の 研

修 を設立 の 主 目標 とす る 日本家族 カ ウ ン セ リ ン グ協会 が ，

1985年 3 月 に発会式を お こ な っ て い る。同協会 は，日本

家族心理学会 の 家族療法研修部門を も担 当 し
， 今 日 ま で

に 既 に 20回を こ え る研修会を開 い て い る 。

　「家族心理学年報」は， 1984年 4 月か ら 日本家族心理学

会 の 機関誌 と し て続刊され る こ とに な っ た 。 1984年 6月

に 日本女子大学主催 で開催 さ れ た 日本家族心理学会 第 1

回大会で報告さ れ た 論文・シ ン ポ ジ ウ ム 内容等は ， 「家族

心 理 学年報」 の 第 3 号 （1985年 3 月） に ，1985年 9 月に

立教大 学主催 の第 2 回大会 で 報告 さ れ た論文 ・シ ン ポ ジ

ウ ム 内容等は，「家族心理学年報」の第 4号 （1986年 3 月）

に，さらに ， 1986年 7 月に 東北大学主催 で 開催さ れ た 第

3 回大会で 発表 された論文 ・シ ン ポジ ウ ム 内容等は，「家

族心理学年報」第 5号 （1987年 3 月） に そ れ ぞ れ 掲載 さ

れ て い る 。

　また ， 日本家族心理 学会第 3 回総会 で は ， 新た に学術

雑誌 「家族 心理学研究」の発行が決議され ， 1987年 5 月

に 第 1巻第 1号が発行 さ れた。か くて ， 日本家族心理 学

会は，「家族心理学年報」と 「家族心理学研究」の 2 つ の

発表媒体を持つ こ と に な っ た の で あ る。

　因に，米国心理学会 （APA ）は ， 1984年 8 月 の 年次総

会 に お い て
， そ の第43部門 と して 家族 心理学会の創設を

承認 し， 翌年に は初代会長 に Kaslow，　F．W ．を選出 した。

米 国家族心理学会は ， 1987年秋 に ，機関誌
“
Journal　 of

Farnily　Psychology”

（編集 者 ：Liddle，H ．A ．）を創刊 して

い る。

3， 家族心理学研究 の 現状 と展望

　　
一国際家族心理学会 創設を巡 っ て 一

　 フ ァ ミ リー・カ ウ ン セ リ ン グや家族療法 に関す る 心 理

臨床家は と もすれ ば 事例 中心 の取 り組み を重 視 し ，

一
般

法則の 発見 を目指す実証性に 欠 け る傾 き が あ る。家族療

法学 が 重視 す る循環的生態学的 な 認識論 に も とつ く シ ス

テ ム ズ ・ア プ ロ ー
チを強調 すれば，心理学に お け る伝統

的な研究法 の お お くが 準拠 す る因果関係論 を線形 認識論

と し て 放棄せ ざ る を え な くなる 。 しか し， 家族関係を は

じ め家族心 理 現象の 理論的，実際的 な理解に は， シ ス テ

ム ズ ・ア プ ロ ー
チ とともに ， 伝統的な 取 り組 み もま た必

須 で あ る。ク ラ イ エ ン トが 体現す る 心 理 的な 問題 は家族

シ ス テ ム の 問題 で ある ととも に ク ラ イ エ ン ト個人 の 問題

で もあ るか らで あ る 。

　 こ の よ うな反省 の も と に ， 伝統的な心 理学研究 と心理

臨床的研究を統合し，家族心理現象 に取 り組む
， 新しい

領域 と し て 家族心理学が 創設さ れ る こ とに な っ た の で あ

る。 上記 の 反省 を具体化す る た めに
， 日本家族心 理 学会

で は機関誌の 編集 方針 と して ， 原著論文 A （実験調査 に

よ る実証的研究） と原著論文 B （臨床的事例研究） の バ

ラ ン ス を配慮す る こ と に して い る 。

　 家族 心理学の発展に と っ て ， 1990年 はあ る意味で画期

的 な年で あ っ た。 7 月 に 京都 で 開か れ た 第 22回国際応用

心理学会議 に お い て ， 臨床／ コ ミ ュ ニ テ ィ 心理 学部門 で

の 基調講演 1 ，シ ン ポ ジ ウム ／ （下記） を通 じて 家族 心

理 学 に 関す る最初の 国際交流 が 行われた 。

7 月24日　 KEYNOTE 　ADDRESS

　　　　 David　H ．　Olson ：Family　Stress　and 　Family

　　　　　　　　　　　　　Hea！th − AMulti −system

　　　　　　　　　　　　　Perspective．

7 月 26日　 SYMPOSIUM

　　　　　　Psycho！ogical 　Approaches　to　the　Family

　　 　　　　 Problems　in　East　and 　West．

　 Organizer　： T ，　Okado （Japan）

　 Chair　　　 ： E．　Sato （Japan）
　 Speakers　 ：

　　　F．Kaslow　（U ．S．A ．） ： Family　 Problelns　 and

　　　　Psychology　in　Modern 　Society．

　　　KA ．　Schneewind　（FRG ） ： The　 Family　 as 　 a

　　　　Context　of　Individual　Development ．

　　　M ．Cusinato（ltaly）： Development 　of　Family

　　　　Psychology　in　Italy　during　the　Eighties．

　　　N ．Kuniya （Japan）：Families　in　the　Context　of

　　　　Cultural　Change 　Focusing　on　Japanese　Fam −

　　 　　 ilies．

　　　L．L’Abate （U ．S．A ．）： Family　Psychology　and

　　　　Therapy−Comparisons　and 　Contrasts．
　 Discussants：

　　　N ．Hiraki （Japan）

　　　A ．T ．　Yeo （Singapore）

　　　K ．Kameguchi （Japan）

　 こ の シ ン ポジ ウ ム の 企 画 の 趣 旨 は， 急速 に変動す る 世

界 の 中 で ， お お く の 家族 が 直面 す る 心 理 的 な 諸問題 へ の

取 D組み を通 じて成立 し嫁 族心理学 の 概念 を明確に す

る こ とに あ っ た 。

　 7 月25日 に は 国際家族心理学会 （IAFP ：InternationaI
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Academy 　of　Family　Psychology）の創設が宣言 された。

IAFP に つ い て は ，
1988年 8 月 ， 米国 ジ ョ

ージ ア 州 立 大学

の Luciano　 L’Abate が創設を呼び掛けた こ とに 始 ま り，

翌 89年 6月 に は ミ ュ ン ヘ ン 大学 で の 委員会 に お い て創設

に 関す る事項 が 協議さ れ た 。

　国際家族心理学会の 目的 は，次 の 5項 に 集約 され る 。

　（1） 全体 と して の家族並び に 家族内 の 個人 に つ い て の ，

　　さまざ まな形態 と ラ イ フ ・ス タ イ ル の構造 と発達 に

　　関し ， 心理 学的な観点か らの 基礎的及 び 応 用的研究

　　 を発展 させ る 。

　  　家族 心理学の 分野 に お け る科学者 ；実践 家モ デル

　　 を促進 す る。

　（3） 家族 心 理 学及 び家族介入 に お け る 専門的 か つ 高度

　　な訓練 を，科学的原則及 び実証的研究に 基 づ い て推

　　進す る 。

　（4） 多文化的視点 か ら比較文化 的 な研究や 介入 を促進

　　す る 。

　  　家族心 理 学者間 の 国際的な研究交流及 び連絡網 づ

　　 くりを推進す る。

　全体集会 と して の 国際会議 は， 4 年 に 1 回開か れ る こ

とに な っ た 。 7 月28− 29日 に東京 で 開催 される第 1 回国

際家族心理学 シ ン ポジ ウム （下記） を第 1 回国際家族心

理学会大会 とす る こ と に 決定 し，第 2 回大会 は 国際家族

年の 1994年 7 月に イ タリア の バ ドア 大学 で 開 か れ る こ と

が承認 され た。

　な お ， 国際家族心理学会 の 役員 は 次 の と お りで あ る 。

また ， 会員資格に つ い て は ， L’Abate の発議の もとに 家

族 心 理 学分野 に お け る教授級 の 研究業績 の ある も の と さ

れ，か な り厳 し い もの に な っ た 。

　President ： T ．　Okado 　Japan

　 Past　President：L．1／Abate　U ．S．A ．

　 Vice　President： K ．A ．　Schneewind 　 Germany

　Treasurer ：M ．　Cusinato　Italy

　Secretary： K ．　Kameguchi 　 Japan

　National　Representatives：

U．S．A ．

JapanSpainIsraelCanada

F．W ．　 Kaslow

N ．Kuniva

Roberto　Roche −01ivar

Esther　Halpem

Esther　Ge］cer

　　New 　ZeaIand　Johannes　F．　Everts

　 7 月 28 − 29日 に は東京 ・昭和女子大学グ リーン ホ ール

に お い て ， 日本家族心理学会 主催 ， 日本学術会議後援 の

も と に 第 1 圓国際家族心 理 学 シ ン ポジ ウ ム が 8 か 国か ら

270名余の 参加者 に よっ て 開 か れ た。2 つ の 基調講演及 び

6 つ の 課題報告 の題目
・演者は次の と お りで あ る 。

KEYNOTE 　ADDRESSES ：

　L．L’Abate ； On 　the　lnternational　Academy 　of 　Fam −

　　　ily　Psychology

　E ．Murakami ：Changing　Families 　and 　Psychology

　　　in　Japan
LECTURES ：

　L．VAbate ：Some　Epistemological　Issues　in　Farni！y

　　　Psychology

　F．W ，　Kaslow ： Divorce　Therapy 　and 　Mediation　for

　　　Better　Custody

　T ．Okado　 l　Perspectives　on 　Fami ！y　 Psycho ！ogy 　in

　　　 Japan

　I）．H ．　Olson ： Family　 Circumplex　 MQdel − Theory，

　　　 Assessrnent　and 　Intervention

　K ．A ，　 Schneewind ： Theories　 and 　 Techniques　 of

　　　Family　Psychodiagnostics

　 M ．Cusinato ；Is　There　a 　Psychology　of 　the　Healthy

　　　 Family ？

　 こ の シ ン ポ ジ ウ ム で 発表さ れ た論文 は 「家族心理学研

究亅第 4巻 ， 特別号 （英文） に 収録 さ れ て い る の で 参照

さ れ た い 。

お わ りに

　冒頭で 述 べ た よ うに ， 家族心理学 は心理科学 の フ ロ ン

テ ィ アな の で ，まさに 発達途上 の 領域で あ る 。 そ の背景

に は ， 第 2次世界 大戦後 に隼じ た 急速 な 社会的な変動 に

随伴 し た 家族問題 の 諸現 象が あ る 。 家族療法や フ ァ ミ

リー ・カ ウ ン セ リン グ に か か わ る臨床心理学者た ち が 次

第 に 増加 し，シ ス テ ム ズ ・ア プロ ーチ に よ る家族心理現

象の 把握 と介入が実践 された。さら に ，伝統的な心理学

の 研究者 の な か に も， 臨床家 と は違 っ た視点 か ら家族研

究に取 り組む もの が ，
と くに 欧州 を中心 に 増加 し て 1き て

い る 。 日米 で は ， 家族 を車 視す る臨床 心 理 学研 究者 が 家

族心理学の 成立 に 寄与 して きて い るが ，最近 で は一
般法

則定立 を 目指す 伝統的な心理学の 取 り組み を こ とさらに

重 くみ る 人 々 が家族心理学 の 発展 に 参画 し始 め て い る。

家族療法 の 分野 で は い まな お，実践 重視 の 巨匠 とそ の 追

従者集団 が 実証的 な効果研究が 不十分な ま ま に 行 わ れ て

い る の は ， 決 して 健全 と は言 えな い の で あ る 。 ち ょ う ど

教育 心 理 学 の 分 野 で も っ と事例研究 を取 り入 れ る べ き だ

と い う主張 が ある よ う に ， 家族心 理 学の領域に お い て は

もっ と実証 的研究 に 取 り組 まなけれ ばな ら な い の で ある。

　国際化社会の今 日 に お い て は ， 生活 の 基盤 で あ る家庭

及 び家族関係に か か わる さ まざま な問題解決に衆知を結

集す る こ とが求 め られ て い る。家族心理学研究者 の 国際
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交流を促進する国際家族心理学会の創設 に よっ て ， 家族

心理 学 が 社会的要請に 応 える と同時 に ， 心理 科学 の 進展
に 貢 献 す る こ とが で き れ ば幸 い で あ る。
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