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人 格 部 門

パ ー ソ ナ リテ ィ 研究 こ の 1年

松山安雄 ・秦　
一

士

（甲南女子 大学）

　本稿で は ， 199ユ年 7 月か ら1992年 6 月 まで の 1年 間 の

パ ーソ ナ リ テ ィ領域に お け る 主要な研 究動向を述 べ る こ

と に す る 。

　ま ず ， 日本教育 心理 学会 の 年次大会 に つ い て ふ れ る

と ， 今回 の 総会 に お い て 人格部門で 実際に 口 頭発表 さ れ

た 件数 は 49件 で あ っ た （発表 取消 し 1 件 ）。人格部 門 で は ど

の 会場も参加者が 多 く， 活発な討議が 行われ て い た とい

う印象 を もっ た。と こ ろ で 前年度 の 人格部門の研究動向

を担 当 した大野 （19．　92） は，年次大会 の 人格部門に お け

る 口 頭発表件数 が 例年は お よ そ 50件 で あ る の に 対 して ，

1991年度 は 25件 と例外的に 少 な い こ と を指摘 し t こ の 傾

向が
一

時的 な もの で ，人格研究減少の前兆で な い こ と を

祈 ると述 べ て い る。 今回 の研究発表件数が前述 の ように

例年並 に な っ て い る こ と か ら、前回 の 減少は一時的な も

の で あ っ たと言えよう。ただ，人格部門は他の領域 と密

接 な関連 をも っ て い る た め に ，パ ーソ ナ リテ ィ に 関係 す

る と 思われ る同 じ よ うな研究が ， あ る もの は発達 部門に

ま た あ る もの は社会部門 に 入 っ て い た りす る の で ，発 表

件数の み に よ っ て 研 究 動 向 の 指標 と す る こ と は で き な

い 。した が っ て ，研究論文 の 分類に つ い て本学会 の指針

の よ うな もの が 作 っ て あれ ば ， 年次 に よる領域 間の 変動

が 少 な く な る の で は な い か と 考 え ら れ る。ま た．今回 の

プ ロ グ ラ ム に はセ ッ シ ョ ン に テ
ーマ が つ け ら れ て い な

か っ た が ，で き れ ば各セ ッ シ ョ ン に テ ーマ を つ け て い た

だ い た ほ うが ， 参加者に と っ て役立 つ と思わ れる。

　 パ ーソ ナ リテ ィ 研 究 に 関 す る こ の 1年間 に お け る最 も

大 きな トピ ッ クス は，何 と い っ て も 1992年 6 月に発足 し

た 「日本性格心理 学会」の創設 で あろう。こ の 学会 の 活

動と特徴 に つ い て 入会案 内 に は次 の よ うに 述 べ られ て い

る。「こ の 会 は，性格 研究 に 関心を も つ 者 の 集 ま り で

す 。 心理学に携わ る者 は も ち ろ ん の こ と
， 精神医学な ど

の 医療 に 携 わ る者 ， 文化 人類 学や民族学や経営学 な ど の

社会科学 の 領域 に 携 わ る者，あ る い は教育学や 社会福祉

学な ど の 教育や福祉 に 携わ る者 と い っ た近接領域 の研究

者や実践家に も門戸が 開か れ て い ます。ま た
，

ひ と こ と

で 性格 心理学 と言 っ て も，あ る者 は発 達心 理 学や教育心

理学 か ら眺め ます し，あ る者 は社会心理学か ら眺め ま す

し，ある者は 心 理 臨床的に眺め よ う と す る な ど さまざ ま

で す、ま さ に こ の ような カ オ ス 的 な世 界 こ そ，新しい 科

学の誕生 の 可能性 を秘 め て い ます。」。 学会 の 活動と し て

年次大会 の 開催，ニ ュ
ーズ レ ターの 発行 ， 機関誌 「性格

心理研究 」 の 発行 な どの 実施を計画 し て い る 。
こ の よう

に ， こ の 学会 は心 理学 と い う狭 い 範 囲 に 限 らず，性格研

究を 中心 と した幅広 い 専門お よ び 学 際的 な 領域 と の 交 流

と ， 学部 の 学生 を も含めた若 い 世代の 人達 と の交流 を積

極的 に すす める こ と を意図 し て お り， 今後の パ ーソ ナ リ

テ ィ 研究 の 発展に寄与す る こ とが大 い に 期待 される 。

　 パ ーソ ナ リテ ィ に 関す る研 究動向 を回顧 す る に あ た っ

て ， われわれ は次の ような範囲に限 っ て紹介す る こ と に

した。1992年10月 に 信州大学で開催 さ れ た 「日本教育心

理 学会第34回総会 」の 人 格部門 に お け るロ頭発表 ， 心 理

学研究に 関す る機関誌 と し て 「教育心 理 学研究」 と 「心

理学研究 」 お よ び そ の 他の主要な心理学会 の機関誌 に 掲

載 された論文の 中で パ ーソ ナ リテ ィ に 関係す る と思 わ れ

る論文で あ る。しか し， 紙面 の 都 合 もあ っ て総会の 人格

領域で 発表 さ れ た 論文 で も他 の 領 域 に 近 い と判断 さ れ た

場合 は こ こ で は取 り上 げな い こ と と した 。

　 パ ーソ ナ リテ ィ研究の領域 は次 の よ うに 分類 し て 検 討

し た 。 1． 類型 ， 特性 ， 2．　 自己，自我，3． パ ーソ ナ

リテ ィ
・ア セ ス メ ン ト

，
4、 ソ ー

シ ャ ル ・サ ポ ー ト， 5．

適応 ，6． そ の他 。 ま た ，総会 に お い て 口 頭発表 され た

論文 は そ れ ぞ れ括弧内に 口頭発表の番号 を示 し，
そ の 他

の論文に は年号 を記 した。な お 引用文献 は ， 総会に お け

る 口 頭発表以外 の 論文 を掲載 し た 。

1． 類型 ， 特性

　気質に 関す る研究 として ，若林 （419｝ は ， 性格類型 と

し て の 粘着性 が 「直接性」を共通の 基本的特徴を も ち な

が ら，下位分類 と して 「粘着タイプ」 と 「率直 タイ プ 」

に分類で き る こ と を心理 テ ス トに よ っ て 検討 し て い る 。

大学 生 を対象 と して 2 つ の タ イプ を選び ， EPPS と認知

型 テ ス ト の EFT を 実施 し て い る。そ の 結果，　 EPPS に

お い て粘着タ イ プ は 「秩 序 ， 持久」が 高 く，率直タイプ

で は 「顕示 ， 救護 ， 変化 ， 攻撃」 が 高か っ た 。 ま た ， 認
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知型の テス トEFT で は ， 反応時 間に タイ プ間の差が認

められ なか っ たが ， 両タイプ とも他の パ ーソ ナ リ テ ィ タ

イプ と は異 な っ て い る こ とか ら，粘着 タイ プ の 共通性 と

2 つ の下位タイプ の存在が確認 され たと報告 して い る 。

　 タイ プ A に つ い て の 研究 は， 2 つ 上 げ ら れ る。山崎

（1992）は ， 幼 児 の タイプ A 特性 と要求水準の 関係に つ

い て 研究 を行 っ て い る。日本版 幼児用 タ イ プ A 尺 度

〔MYTH ） を用 い て幼稚 園 の 教 師 に よる評定 に よ っ て タ

イプ A とタイ プ B の 幼児を選び，実験課題 と して a ）要

求水 準 の 高さを み る ボール 投げ課題 1 ， b）失敗の 危険

性を含 むボ ー
ル 投 げ課題 2 ，

c ）競争性を導入 し た 輪投

げ課題の 3種類 の 実験 を実施 して い る。 そ の結果， ボー

ル 投 げ課題 1 と輪投げ課題に お い て タ イプ A 児が 高い 要

求水 準 を示 して い た が ， 競争事態で は タ イ プ A 児 と タイ

プ B 児 に 差 が 認 め られ なか っ た 。
こ れ ら の結果 か ら，幼

児期 に お い て すで に タイ プ A は要求水準が高 く， こ の こ

と は 要求水 準の 高 さ が タ イ プ A の 形成 の 最初 か らそ な

わ っ て い る要素で ある こ と を示唆す る と述べ て い る。

　大学生を対象 に した タ イ プ A に関す る研究 と し て，清

水 ・塩見 （414） は ， タイ プ A とそ の 逆 の タイ プ B の特徴

を SPI （下 田式人 格 検 劃 に よ っ て検討 し て い る。そ の 結

果 ， タイプ A と は同調性格 と ， タ イ プ B で は執着性格 と

の 関連性を認め て い る。

　パ ーソ ナ リ テ ィ特性 と 学業成績 の 関係 に つ い て ． 松

嵜 ・西脇 ・瀧 （443） は ， 看護学生 を対象 に し て， 1 ・2 年

次 に お ける EPPS と 2 ・3 年次の 学習成績 との 関係に つ

い て 研究を行 っ て い る。成績の 上位群 と 下位群 を比較 し

た結果 ， 性格特性 の変動 は 下位群 の 方 が 上位群 よ りも大

きい こ と， 上位群 は養護 の 欲求が高い の で 看護学生 とし

て の 動機 づ けの 高さと関係 して い る こ と ， 下位群 は独立

的で あ る の で対人場 面 で の 積極性 と同時 に 不安 定 さ に つ

な が る と思わ れ る こ と を報告 して い る。

　塩 見 ・清水 （401）は ，
い わ ゆ る血液型 と性格 と の 関係

お よび血液型 を信 じる もの の性格的特徴に つ い て研究 し

て い る 。 対象 は大学生 と大学院生 で SPI （下 田 式 性 格 検

査 ｝
， 血液型 ・星 占い な ど に つ い て の質問紙を実施 した結

果，血液型 と性格 との 関係 は全体 として見 られ な か っ た

が ， 血液型を信 じるもの は同調傾向が み られ ， 他人 か ら

接触 しや す い 人 と見られ る こ と を望む が，信 じない もの

は自分 をしっ か りした人 と見られ る こ と を望む傾向が み

ら れ た と い う結果 を得て い る。

2． 自己 ， 自我

（1） 自己概念 ， 自己意識

　高石 （1992） は，前青 年期 お よび青 年期前 期 の 自己概

念と ， 他者に よ っ て こ の よう に 見 られ て い ると思 う自己

の 姿と の 類似性 を取 り あげ て い る 。 そ し て ，各年代に お

い て 誰 が 重 要な他者に な り う る か，そ れ は発達的 に どの

よ う に 変遷 して い くか
， そ の際の他者の イ メ ージ はどの

よ うな性格 を持ち，それ らの相互関係 は ど の よ う な もの

か に検討 を くわ え て い る。被験者 は小学 4年生か ら中学

2年生 まで の男女 で あ る 。 研究の結果， こ の 期 で は重要

な他者 は両親 か ら親友 へ と必ず し も移行 しな い が ， 男子

は 6年生で他者の 影響 を受 けや す く， 女子 は こ の 年齢で

既 に他者に 影響 され な い 自己イ メ ージ を確立 し て い る と

みなされ ， 親友の 重要性は学年を通 して男子 に つ き確認

さ れ た。然 し乍 ら女子 で は こ の 傾向は 見 い だされ ず ， 特

定の重要 な他者 は思春期以降に求め られ る か ，ある い は

特定の 他者 と 言 う よ りは多様な他者が影響 を及 ぼ す と

い っ た こ とが推測さ れ た。対象別 に み ると ， 母親 に対 し

て は男女 と も 6 割以 上 が 肯定的 イ メ ージ を もっ て い る

が ， 否定的イ メージをもつ 者 は母親か ら否定的 フ ィ
ー

ド

バ ッ ク を 受 け て い る と考えられ る 。 ま た ， 先生は小 ・中

を通 じ て比 較的影響力をも っ て い るようで あ る 。 今後 ，

性差 を含め て 自己概念が ど の よ うな時期 に どの ような内

容を も つ よ う に な り，その 際に 影響 を及ぼ す他者 は特定

可能 か ど う か な ど に つ い て 継続的な研究が期待 さ れ る 。

　栃 尾 ・花田 C1991｝ は ， 女子非行少年群 は
一

般高校女子

群 に 比 較 し て 低 い 自我発達 を示 す こ と を Loevinger の

理論に従 っ て吟味 して い る。 SCT に よ る 自我発達 の 測

定 をお こ な い
， そ の結果 ， 女子非行群 は衝動的段階 と自

己保護的段 階で よ り多 くの 反応を，自己意識的段階 で は

よ り少 な い 反応 を示す こ と を明 らか に し た 。 こ の こ とな

どか ら， 非行群は対照群 に 比 べ て 低 い 自我発達段階 に あ

る こ とが 分か っ た 。 しか し，非行問題 の 全 て を自我発達

の 要因 に よ っ て 理解で き る もの で は な い 。非行を行 う少

年 の 理 解を 深 め る た め に は ， 更 に社会的要因 な ど と の 関

係 に つ い て の 考察が 求 め られ るであ ろう。

　青年期 に お け る ナ ル シ シ ズ ム 伯 己 愛）的 傾向 と両親

の 養育 態度 ・家 庭 の 雰 囲気 と の 関係 を 検討 し た 宮下

（1991） は ， 女 子 の 場 合 ， 母親 の 暖 か い 受容的養育態度

は 自己愛的傾向を抑制 し ， 否定的養育態度 は こ れ を助 長

さ せ る と して い る。ま た ， 男子 で は 父親 の 養育態度 が 支

配的 ・介入的で あ る と認知す るほ ど， 女子 で は暖か く受

容的で あ る と認知す る ほ ど，自己愛的 な傾向が高い な ど

の 結果を得た 。 自己愛的人格形成の研究 に お い て ，
こ れ

ま で 殆 ど手が つ け られ て い な い 性差 の領域 に 興味深 い 資

料 を提供 し て い て ， 今後 の 研究に 待 つ と こ ろが多 い
。

　伊 藤 （1992） は ， 自意識が 高 ま る 青 年期 を対 象 に し

て，自意識の在 り方 と理想自己 と現実自己のずれ と が 自

己受容を規定す る メ カ ニ ズ ム に つ い て ， 発達的見地 か ら

検討 を加え た 。 中学 2 ・3 年生 と大学 2 ・3年生 を対象
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と し て，現実自己 と理 想 自己 を 求 め る SD 自己感尺度，

生 き方，性格，家庭 ， 学校 ， 身体能力の 5領域 に つ い て

の 自己意識尺度 ， 公 的自意識 と私的 自意識 を含む 自意識

テ ス ト を実施 した。結果 とし て，現実自己 と 理想自己 の

差異 ， 公的自意識及び 自己受容の 間の 関係 に つ い て 発達

的 な違 い が見 い だ され た。中学生で は差異が大き い ほ ど

自己受容 は低 く， また 自己受容に対 し て 公的自意識 は抑

制効 果，私的自意識は促進効果 と い う逆 の作用 を もつ こ

と が 示 さ れ た 。

一
方 ， 大学生 で は ， 差異 の 自 己 受 容 に 対

す る効果は傾向程度に とどま り，公的自意識 と私的自意

識の間で は 違 い が見 られな か っ た 。 こ れ は大学生 に な る

と ， むし ろ 自己価値観や 自尊感情 に よ り自己受容が決定

される の で は な い か と考察が な さ れ て い る。

　愛着理論に 基 づ き親 子関係 を検 討 した研究が，親 へ の

親和 的 で情緒 的な愛着 が 青年期以降 も継続 し ， そ の肯定

的親 子関係 は自立性や 個性化 に 促進 的に作用す る として

い る こ と に 着目 し て ， 高橋 （431｝ は愛着 と健康 な 自意識

と の 関連 に つ い て 検 討 を加 え て い る。大 学生 を対象と し

て ， 心理的健康 か らみ た 自他 へ の意識性 を澗定す る 自己

意 識尺度 と，新た に 開発 し た愛着尺度を実施 した 。 愛着

尺 度は ， 自律性 と心理 的絆 と の 2 次元 が 測定 可能 に な る

よ う構成さ れ て い る。得 られ た資料 の 分析か ら，健康な

自意識に お い て は ， 自律 性 の 高低 に 拠 らず心理 的絆の高

い 群 が 低 い 群よ りも高得点を示 し， 絆の 低 い 群 の 間 で は

自律性の高 い 群が低 い 群よ り高得点 を示 した 。こ の こ と

か ら， 親か らの 受容 ・発達課題 に 対す る支持や 葛藤か ら

の 自律 ， 態 度的 自律 が 高 い ほ ど ， 健康 な 自意識の 方へ 働

くこ と が見 い だ さ れ た 。 愛着尺度の 妥 当性な ど に つ い て

は再検討が望ま れ る 。

　社会的理想像 ， 個人 的理想像と 現実自己 の変化過 程 ，

そ して 両者 の 差異 と 自尊感情 と の関連 か ら ， 社会化 と個

人化両過程の統合の側面 を取 り上 げた の は 伊藤 （447）で

あ る 。 10歳代か ら4G歳代 に い た る 年齢 層 の 者を對象に 調

査 を実施 した。そ の 結果，青年期に社会的規範か ら脱 し

て 独 自の 理想 を作 り出す の で は な く， 社会的規範 を 内面

化 し ， そ れ に合わ せ て 自分 自身 の 準 拠枠を修正 し て い く

過程が 示 さ れ た。一
方 ，

30代 ま で は 理 想 と現 実 の 差 異 が

自尊感情 に 影響す る が ，以後 こ の 関連 は弱 くな り，理想

橡に 囚われ る こ と か ら離脱す る個 人化 の 過程 が 示唆さ れ

た 。 ま た40代で は性差 が 見 られ る こ と を明 ら か に し ， 女

子 は 現実 自己像 ， 男子 は個人 的な 理 想 の 高さ を自尊心 の

拠 り ど こ ろ に す る と い う考察 を加 え て い る 。

　 大野 （445｝ は ， 現代青年 の 特徴 （人 か ら指 示 さ れ な い と動

けな い ，主 体性
・独 自性 の 欠如 な ど） の原因と考え られ る 自律

性 ・主導性 の 欠如 に か か わ る要因 を明 らか に し よ う と し

た 。 現代青年の特徴は漸成発達理 論 の 立場 か ら す れ ば ，

早期幼児期 の 自律性 ， 遊戯期 の 主導性の発達が阻害さ れ

た結果で あ り， 親の 子 に 対 す る支配的態度 を受 け た青年

は成績 学歴尊重 を受 け入れ る で あろ うと い う仮説を立 て

た 。 大学生 を対象 に 調査 して ， 自律性 ・主導性 の低さ と

親 の 支配的態度，充実感の 低 さ ， 心理 的離乳 の 困難 さ，

成 績掌歴 主義 と の問 に有意な 関連が認 められ ， 仮説 を支

持 す る方 向の 結果 が 得 ら れ た 。
こ うした結果 に つ い て

は ， さ ら に縦断的な資料に 基 づ く考察 と検討を加え る必

要 が あ る で あ ろ う。

　 自己意識 の 発達過程に お い て ， 受験期の 圧力 が どの よ

うな影響 を及 ぼ し て い る か を と ら え よ う と した の は塚野

（448） で あ る 。 方法 と して ， 過去 ， 現在 ，未来 の 自己 を

対象と し て，そ れ ぞ れ の ，受容，選択 を問 う継時的比較

を用 い た。受容，選択の説明要因 と して ， 友 人関係 ，勉

強，試験 ，受験 ， 合格可能 性 ， 将来 展望，不 安な ど を含

む 91項目に 回答 を求 めた。中学 1年生 と 3 年生 の回答を

検討 し た 結 果，学 年差 の あ っ た の は ， 19項 目 で 特 に 受験

の 要因 に 差 が 認 め られ ， 受験的圧力が 3 年生 で 強 い こ と

が 示 さ れ た。

（2） 自己評価

　中学 生 の 自己評 価 に 及 ぼ す担任教師か らの 肯定的及 び

否定 的 フ ィ
ー

ドバ ッ ク の 効 果 を研 究 した 樽木 ｛1992）

は
， 注 目す べ き結果 を報告 し て い る。 こ の 研究で は ， ソ

シ オ メ ト リ ッ ク地位 を規 定す る15の 行動項 目に関す る生

徒相互 の 肯定的 ，否 定的評価 の 教師に よ る フ ／
一

ドバ ッ

ク 1伝達 指導｝が 生徒の 自信や さ きの行動へ の 自己評価 に

及 ぼ す 効 果 が検討 さ れ た。生徒 の 自信 と は，彼 らの 自尊

感情を構成す る主 な要 因 と し て の 意見表明 ， 課題遂行 ，

指導性 の 発 揮の 3 場面 に 関す る 自信を指 す。中学 1 年か

ら 3年生 の 7 学級 ， 男女が分析 の 対象 とされた 。 まず学

級 ご と に ゲ ス ・フ
ー ・テ ス トを実施 し，全被験者 に 肯定

的評価 を フ ィ
ー

ドバ ッ クし た 。 そ の後 ， 2 週間程度 の 間

隔 をお き，自己評定と担任教師に よる他者評定 と もに 自

尊感情の レ ベ ル が高い 被験者に の み 否定的評価を フ ィ
ー

ドバ ッ ク し た 。主 要 な結 果 は つ ぎの よ うな こ と で あ っ

た 。
a ）肯定 的 な フ ィ

ー
ドバ ッ ク は 自信 と 自己評価 を高

め た が ，そ の 効果は高自己評価 群 に つ い て よ り も低 自己

評価群に つ い て 大 き い こ とが 分 か っ た 。 b ）高自己評価

群に の み 与 え られ た否定的 フ ィ
ー ドバ ッ ク は ， 彼 ら の 自

信 と自己評 価 を低 め な か っ た 。
c ）”fン パ ク トの あ る 否

定的評価 の フ ィ
ードバ ッ クを与 え られ た 生徒は ， 否定的

に評価され た行動 を改善 し よ う と す る構 え を 示 し た。 こ

の 研 究 に お い て ， フ a 一 ドバ ッ ク を行 う こ とで ， 担任教

師 が フ ィ
ードバ ッ ク前に は ぼ んや りと し た 印象 し か も た

なか っ た生徒 に つ い て，フ ィ
ー ドバ ッ ク後に 印象が明確

に な り ， 正確 に捉 える ように な っ た と回答 し て い る こ と
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か ら も，こ の 伝 達指 導 は ， 担任教師に よ り正 確な生徒理

解を深め る と い っ たポ ジテ ィ ブ な効果 も認め ら れ，教育

的に も示唆 に 富ん で い る。

　 自己認知項 目に 対す る 正，負の 理想 的 自己 評定 を 基

に ， 個々 人 の 正 ， 負の 理想的自己 の 重要 な次元 を定め，

そ こ で の 自己認知 が 自己評定 に 強 くか か わ っ て い る こ と

を明 らか に した の は ， 遠藤 （1992）で ある 。 正 ， 負 の 理

想的自己評定 に お い て 高 い 評 価値 を得た 項 目 を 個 人 に

と っ て 重要な 項 目，その 他 の 項 目を個人 に と っ て重要で

な い 項 目 とみ な し，そ れ ぞ れ に お け る正 ， 負の 理 想的 自

己 と現実的自己 の差異得点と 自尊感情得点 との 関係 を検

討し た 。個人 に と っ て 重要な項 目で の差異得点 と 自尊感

情得点 と の 間 に 強 い 相 関関係 が 見 い だ さ れ た の に対 し

て ，個人 に と っ て 重要 で な い 項 目 で は
， 相関関係は ほ と

ん ど な か っ た。従来 の研究の多 くは ， 理想的自己 を評価

基準 と して 考え て は い る が，研究者 が 設定 し た 項 目全体

に お い て認知さ れ た 自己が
， どの程度理想的自己 か らか

け離 れ て い る か と い う数量 的指標 は 用 い て い な い
。 そ の

こ と に つ い て の 批判 に 立 っ て ， 本研究か ら正 の 理想的 自

己 と と も に 負 の 理想的 自己 に お い て も ， 個人 に と っ て 重

要な次元 で の 自己認知が 全体 的自己評価に強 く関わ っ て

い る こ とが 示唆 さ れ た 。

　 Tesser らの 自己評価維持 〔SEM ） モ デル は ， 人 は ポ ジ

テ ィ ブな自己評価 を維持 しよ う， あ る い は獲得 し よ う と

動 機づ け ら れ て い る と い う仮 説 に 立 っ て い る 。 櫻井

（エ992） は，SEM モ デル に 及 ぼ す 親和動機 ， 達成動機及

び自尊感情 に お ける個人差 の 効果 を検討し て い る 。 被験

者 として は大学生 が 用い られ たが ，高校時代の こ と を 思

い 出 して もら う調査方法を と っ た 。 そ して，高関与科 目

と低関与科目 に つ い て 自分 自身 と仲 の よ か っ た 友人 の 成

績を評定さ せ た 。 親和動機 の高群 は低関与よ りも高関与

科 目 に お い て ， 自分 と友人 と の 成績評 価の 間 に 有意 な差

を示 した。しか しなが ら， 同様の差 は達成動機 と自尊感

情の 低群 に お い て は，高関与科目 よ り は む し ろ低関与科

目で大 きか っ た 。
こ の よ うな結果 は ， 達成動機 ， 親和動

機，自尊心 の 個人差 が SEM モ デル に 重要な役割 を演 じ

て い る こ と を示 して い る 。 今後の課題 と し て ， 関与度や

個人差要因の 測定法 の 工 夫や性差 の問題 な ど が 残さ れ て

い る 。

　自己評価的意識 に つ い て ，
い くつ か の 側面 と 自己認知

と の関わ りか ら，内的構造 の 検討 を梶 原 〔444） が 行っ て

い る。女子短大生 を対象 に 調査し た。そ して ， 優越感や

劣等感 は 自己 の 表面的で は っ き り し た特徴を他者 と比較

す る こ と で 影響 を受 け，他 者 の まなざ し意識は劣等感 と

重な P合う部分 が 大 きい と考 えられ る な ど の結果 を得て

い る。他 者 の まな ざ し意識 の 影響力 に つ い て よ り詳細 な

検討が望ま れ る。

（3〕 自我同一性 ， モ ラ トリア ム

　下山 （1992〕 は ， 日本 の 大 学生 の モ ラ ト リ ア ム の 状態

を より分化 し た構成概念 として 把握 し， そ の特色 を明 ら

か に する こ とを目的 と し て ，ア パ シ ーに相当す る 下位尺

度 をも含む モ ラ トリア ム 尺度を新た に 作成 した 。 回避 ，

拡散，延期，模索の 4下位尺度よ り な る モ ラ トリア ム 尺

度の妥当性 は ， こ の 尺度 と職業決定尺度 と アイデ ン テ ィ

テ ィ 尺度 との関係か ら立証さ れ た。モ ラ ト リ ア ム の 下位

尺度 の なか で ， 従来の 青年期発達論で 論議 され て き た拡

散 と模索 に つ い て は ， ほ ぼ 理論通 りの 結果 が み られ た 。

そ れ に対し て ， 我国特有 の モ ラ ト リア ム 状態 と され る回

避 と延 期 に つ い て は ， 明確な 関連性 が み ら れ な か っ た 。

こ の よ うな結果 が み ら れ た こ と に 関 して下山 は ， 日米の

国状 の 相違 か ら，我国 に お い て は大 学入学後 に 職業決定

を積極的に延期 し ， そ の 延期 した期間に 思春期 の 発達課

題 で あ る自由な役割実験を行 う こ と が ア イ デ ン テ ィ テ ィ

の 確立 ある い は形成に結び付 く場合 もあ る こ と， ま た 逆

に ， 職業決定課題 に 直面す る こ とで 心 理 的混乱 に 陥る の

を防御 し て い る場合は，アイデ ン テ ィ テ ィ の基礎 も不安

定なま ま残 され る と推論 し て い る。い ずれ に せ よ ， 我国

の 青年期 の発達的特徴 の究明 は教育心理学 の 重要 な課題

で あ る 。

　荻原 （434） は ， プ ロ テ ウ ス 的人間 の特性を測定す る尺

度を作 成し ， プ ロ テ ウ ス 的人間の 持 つ 特性 を ， 青年一般

の 特性 と捉 える こ とが で き る か ， な お こ の 特性 に適 応 と

結び付 く側面がある か を探索 して い る 。 尺 度か ら
， 柔軟

な 環境適応 ， 変化 ， そ し て 自信 ・自己信頼 。可能性の 3

因子 が抽出され，環境適応因子 は大学生が 高校生 よ り得

点が高か っ た し， 大学女子 で 自我同
一

性 と強 い 結び付 き

を示 した。また ， 自信 ・自己信頼 ・可能性は 大学女子以

外 の 群 で 自我同
一

性 と有意な 正 の 相関が あ り． プ ロ テ ウ

ス的人間の ある側面 が 適応的 で あ る こ と に 結び付 く と し

て い る 。

　岡本 ｛446＞は ， 自我同
一

性理 論 と成入期 の 発達 に 関す

る研究か ら，成 人期 に お け る 自我同一性の 発達過程お よ

び ， 成人期の 自我同一性の 成熟 に か か わ る要因に つ き検

討 して い る 。 そ し て ， 発達 の 過程 は同
一

主題を反復的に

繰 り返 し， ラ セ ン 的 に 進 行す る の で は な い か と仮定 し

て ， 自我 同一性 の ラ セ ン 式発達 モ デル を提出して い る。

こ の 仮説 に 実証的検討を加えるため．中年期及び定年退

職期 の 男女 を対 象 に研究が進め られ た。そ の結果 ， 青年

期に獲得さ れ た 自我同
一

性は ， 中年期及び定年退 職期 に

再 び危機 を迎 え ， 再度 自我同
一

性が 達成さ れ る こ と，そ

れ ぞれ の 危機期 に は 自我同一性再 体制化 の 過程が認 め ら

れ る こ とが 示 唆 さ れ た 。 ま た ， 成人期 の 自我同
一

性 の成
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熟 に か か わ る要 因 と し て ， 成人期 以前の 心理社会的課題

の 解決，自我の 高さ，心理 的危機に お ける主体的模索が

深 く関与し て い る こ とが明 らか に な り， 仮説を支持す る

資料が 得られ た 。 今後 ，
こ うした過程 に お け る性差の 問

題 な ど に つ い て の追求が期待 さ れ る。

〔4） 自己開放性 ， 自己 開示性

　Rogersや Rokeach ら の 理論 と研究 を概 観 した うえ

で 西 川 〔1992） は ， 開放性 と閉鎖性 を両極 と す る パ ーソ

ナ リテ ィ次元 を仮定 し ， それ は受容，接 近 ， 柔軟性の極

と拒否 ， 逃避 ， 硬 さ の極か ら構成 さ れ て い る特徴があ る

と した 。 また ， 自己実現 の視点か ら規定 され る精神健康

性 と開放性 と の 関連性に っ い て は ， 実証 的研究が ほ と ん

ど な さ れ て い な い こ と な ど を問題 と し て い る 。 そ し て ，

パ ーソ ナ リテ ィ の 開放性
一閉鎖性の 測定尺度 として ， 経

験 質問紙 を作成 し，こ の 尺度 の内的
一

貫性や信頼 性を立

証 し，当初仮定さ れ た 2 因子を反映 して い る こ と も認 め

られ た 。 ま た ， 解放性が 自己実現 の 視点か ら規定 さ れ る

精神健康性 ， 創造性 と関連す る こ とが 確か め られ た 。 こ

の結果は ， 解放性 を精神健康性 と創造性の接点を示す概

念 と して 位置 づ け る ひ と つ の 根拠 を与 えるもの とい える 。

　 また 西川 ｛420） は ，
パ ーソ ナ リ テ ィ の 解放性 一閉鎖性

を パ ーソ ナ リテ ィ 統 合化 に か か わ る要因 と して と らえ ，

女子大生 に お い て 開放性
一
閉 鎖性 と

・一
体性

．
分離性 の 意

識，自我統合性 との 関連を検討 した。そ の結果 ，

一体性

と分離性 の両面へ の意識の 高まり は 自我統合性 と関連が

あ り， 特に開放的 な者 は閉鎖的な者よ り もそれ らの 高さ

が 自我統合性 に 関連す る こ と な ど が 伺われ た。

　 中川 （1991） は ， 自己開示度 とそれ に 伴 う現実 自己 と

理想的自己 と の ズ レ の 変動 を客体的 自覚の 喚起 度 ， 聞 き

手 の 態度 ， 前 もっ て も っ て い た現実 自己 と理想 自己 の ズ

レ の 度合 か ら説明 し よ う と し た 。 客体 的 自覚 と は，自分

自身を客体化 し， 自分自身 に 注意 の 焦点を向け ， 自分の

気持ち や 行動な ど自分 に 関 す る事柄 に気が 向 い て い る状

態 をさす。そして ，自己開示 に 関して は ， 客体 的 自覚 が

高 い 条件 で は ， 聞 き手の受容的態度 は 非受容 的態度 よ り

自己開示度を促進す る こ と，現実自己 と理 想自己 の ズ レ

の 度合が 小 さ い 群 の 方 が 大 きい 群 よ り 自己開示度 が 高 い

こ と な ど を明 らか に し た 。 また ズ レ の変動 に 関して は ，

元 々 もっ て い る ズ レ が小 さ い 群 は ど の 変数の 影響 も受け

ずズ レ の変動が小 さ く，元 々 もっ て い る ズ レ の 大 き い 群

で は ， 客体 的 自覚が 高 い 条件下 で 聞 き手 が 非受容的態度

を と る と ズ レ が拡大す る こ とな ど を明 ら か に し て い る 。

　 青年女子学生 を対象 に 自己開示 と孤 独感 と の関係を検

討 した の は ， 榎本
・清水 （1992｝ で あ る 。 研究の結果 ， 自

己開 示 は 人間 同士 の 共感可能性 へ の 不信 と い う意味で の

孤独感 と は負の関係 に あ るが，人 の 個別性 へ の気づ き と

い う意味で の 孤独感 と自己開示度 との 間 に は直接的関係

は な い こ と ， また人 と人 とは共感 し合 える と感 じて い る

者 ほ ど自己開示度 が 高 く，共感 し合 えな い と感 じ て い る

故 に 孤独感 を感 じて い る者ほ ど自己開示度が低 い こ とが

わ か っ た。そ し て ，自他の 分化の未熟な者ほ ど自己開示

する とい う見方は女子青年に つ い て は あて は まらな い と

し て い る 。

3． パ ー
ソ ナ リテ ィ

・ア セ ス メ ン ト

（1） 新尺度 の作成

　パ ーソ ナ リ テ ィ測定に関す る 新 しい 尺度が い くつ か 考

案 さ れ て い る 。 相 川 充 （1991） は，特性 シ ャ イ ネ ス を

「特定 の 社会的状況 を越 え て 個人内に存在 し ， 社会的不

安 と い う情動状態 と対人 的抑制 とい う行動特徴 をもつ 症

候群」 と定義 し ，
シ ャ イ ネ ス に 関す る い くつ か の 質問紙

を参考 と して 選択 した 36項 目か ら因 子分析 ， 内的
一

貫性

な ど の 項 目分 析 の 結果 ，最終 的に 16項 目か らな る 特 性

シ ャ イネ ス 尺度 を作成 し て い る 。 こ の 尺度に つ い て 再検

査 信頼 性 ， 性差 の 検討 ， 自意 識 尺度，社会的 ス キ ル 尺

度 ， 自尊心尺度 な ど との 基 準関 連妥当性 を検討 し て い

る。さ ら に，他者評価や ロ ー
ル ・プ レ イの 印象評定 との

関連性 な ど を尺度の妥当性検討の た め に 実施 して お り，

満足 す べ き信頼性 と 妥当性 を得 て い る。

　青年期の 特徴 として 指摘 さ れ て い る 「心 を閉 ざす こ

と」を測定す る 目的で ，佐藤 （433） は ， 青年期 内閉性尺

度 を作成 し て い る 。 こ の尺度は ， 最初 に つ くられ た 26項

目 を項 目
一

全体 間相 関や因子 分析 に よ っ て ， 「空想 の 愛

好」， 「他者 か ら の 刺激 の 回避」， 「内省 へ の 沈潜」の 3 尺

度 21項 目か ら成 る新た な尺度を作成 し， 内的
一

貫性や非

社 会性群 と
一

般人 と の 比 較な ど に よ っ て信頼性 と妥 当性

を検討 して い る。さ らに 中学
・高校 ・大学生 を対 象 と し

て 同
一

性混乱尺度 との 関係を み た結果 ， 同
一
性混乱が 強

い ほ ど青年期内閉性尺度の得点が 高 くな る こ と を示 し て

お り， 多 くの青年に お い て青年期 内閉性 が 防衛的な役割

を 果 た し て い る こ とを示唆 して い る と考察 し て い る 。

　 中学 生 を対 象 に し た 学校 内不安尺度 が 牧田 ・荒 木

（425） に よ っ て 作成 され て い る。学校不安 に 関す る領域

と し て ， テ ス ト， 学業成 績，進路受 験． 授 業 ， 休 み 時

問 ， 部活動 と委員会活動，教師 と の関係 ， 生徒 間 の 関係

の 8 領域 か ら47項 目 を作成 し ， 全 国の 公 立 中学 15校，

6000を越 え る多数 の 対 象 に 対 し て こ の 尺 度を実施し て い

る 。
こ の テ ス トに つ い て 項 目

一
全体 の相 関 ， G − P 分

析 ， a 係数，再検査な ど に よ る信頼性お よび児童用 テ ス

ト不安尺度 （TASC 〕 と児童用 学校質 問紙 〔CSQ ） と の相

関に よっ て 妥当性 を検討 し，信頼性 と妥当性の条件 を満

た す結 果が得 られ た と報 告 し て い る 。 ま た因 子分析 の 結

一 65 一

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoclat 二lon 　of 　Educatlonal 　Psychology

教 育 心 理 学 年 報 第 32集

果 で は， 学業成績 と将来に対す る 不安， 疎外感 に ともな

う不安，自信 欠乏 に と もな う不安の 3 因子 を抽出 して い

る 。

　 村井・村井・足立 （410） は
， 彼 ら が す で に作成 し た 育児

態度検査 （下 位 尺度 ：神 経 質 ， 拒 否的 ， 外向性，統制 的） の 信

頼性 と妥当性に つ い て検討 して い る。幼稚 園児 の母親を

対象に して，信頼性で は内的
一．一

貫性お よ び 5 か 月 の 間隔

に よ る再検査信頼性 を求め，妥当性 に つ い て は育児態度

検査 と MPI の 下位尺度，障害児 の 母親 の 態度 ， 保母 に

よ る子 ど もの 行動評定な ど との 関係 に つ い て 尺度ご と に

調 べ た結果，信頼性 と妥 当性を支持 す る結果 が 得られた

と報告して い る。

  　日本改訂版

　外国 で 開発 さ れ たパ ーソ ナ リテ ィ 測定尺度 の H 本版改

訂が 試み られ て い る 。 石原 ・水野 （1992） は ， Lennox ＆

Woifeに よ る セ ル フ ・モ ニ タ リン グ尺 度 〔RSMS ；Revised

Self−Moniloring　Scale） の 日本版 を作成 して い る 。 こ の 尺

度 は 13項 目 か ら な る 尺度 で r自己呈 示 の 修正 能力」 と

　「他者の 表出行動 へ の 感受性」の 2因子 で 構成さ れ て い

る と仮定 し て い る。大学生男女 の 資料に つ い て 因子分析

の結果 ， 原著者 と同様の 2因子 を抽 出して い る が，単
一

次元 で 説明 で き る 可能性 も否定で き な い と述 べ て い る 。

さ ら に，自意 識 尺 度 ，
MP 【，

　 Y − G な ど の 下位尺 度 と

の 相関に よ っ て RSMS の 内容 に っ い て検討 し て い る。

ただ 最初 に ， こ れ ま で の 日本 に お ける RSMS 研究で 因

子分析 の 結果抽 出 さ れ た 因 子 は ， 必ず し も原著 者の 研究

結果 と対応 し て い な い と述 べ て い る が ， こ の 研究で は何

故それが認め られ た か と い う理 由や こ れ ま で の 研究 と の

違 い に つ い て言及さ れ て い な い の は残念で あ る 。

　大野 木 ・
中村 ・篠置 （403） は ， Hewitt と Flettに よ る

多面的完全主 義尺 度 （Multidimentional　Perfectual　Scale｝

の 日本版を作成 し，信頼性 と妥当性 に つ い て検討し て い

る。 こ の 尺度は 「自己指向型 」， 「他者指 向型 」， 「期待対

応型」 の 3 次元 を想 定 し て お り， 大学生 ， 予備校 生 ，
お

よ び分裂病者の 臨床群 に 対 して 下位尺度 ご と に性差 とグ

ル
ープ差 を検討 した結果，大学生群 で 性差 と各因 子 で群

間差 が 見 られ た こ と ， MPI と固執性検査 〔KGMPS ） と

の 間に 弱 い 相関が あ っ た こ と ， 項 目全体の 内的
一

貫性 が

高い こ とな どが 報告 さ れ て い る。ただ こ の よ うに各下位

尺度を独 立 した要素 として扱 うの で あれ ば，内的
一

貫性

は 尺度 ご と に 求 め る ほ うが合理的で あ る と考え られ る。

　 Spielbergerに よ る青年版 テ ス ト態 度検査 （TAD は

「情動性」と 「認知的懸念」 の 2 因子が想定され て い る

が，荒木 ・門脇 （421） は ， こ れ ま で の 結果 で は 認知 的懸

念 に 関す る項 目との
一

致が少な か っ た こ と か ら，質 問項

目 の 改訂 に よ っ て再度因 子分 析 を行 っ て い る 。 そ の 結

果 ， 前回 に 比較する とか な り原版 と の
一致が 高 くな っ て

い る が ， 認知的懸念の因子 に つ い て 意図した ほど の結果

が得 られ て い な い こ とや両因 子 に高 く負荷す る 項 目が 多

くみ られ る こ と か ら，な お 検討 の 余地が ある と 思 われ

る。

　 宮 元 （422） は ， Knhlに よ る Action　 Control　 Test

　（ACT ｝ の 90年改訂版 の 日本語版作成を 試 み て い る 。
こ

の テ ス ト は ， 活動指向性
一

状態指向性の相対的な傾向を

測定す る もの で ， 「と らわ れ」，「躊躇 」， 厂移 り気」 の 3

っ の
一
ド位尺度 か ら構成さ れ て い る 。 大学生 と専門学校生

を対象 に し た 調査で，尺 度ご と の 平均，内的
一

貫 性 ， 尺

度問の相関 ， 因子分析 な どの 点 に つ い て検討 して お り，

因子分析 で はほぼ 3 つ の 下位尺度 に 相 当 す る因子 を抽出

し て い る。また ACS と気質検査，自己意識尺度 ，
　 MPI

な ど と の 相関か ら尺 度 の 内容に つ い て 検 討 を行 っ て い る 。

（3） 既存の テ ス トの 検 討

　 す で に 公刊 さ れ て い る 心理 テ ス トの 検 討 と し て，前田

（423） は ， 新性格検査 （柳 井 他 ， 1987） と EPPS （肥 田野，

1970 ）の 標準化資料の 下位 尺 度に お け る相関行列に 基づ

い て ， 確認的因子分析法 に よる分析を行 っ て い る。そ の

結果，新性格検査 で は 「情緒安定性」，「向性」， 「秩序指

向性」，「自己中心性」の 4 因子 ， EPPS で は因子 が や や

多義的で あ る が ，「自己 中心性対他者 へ の 共感 」， 「外向

対 内向」， 「自立性対依存性」， 「保守性対進取性」 の 4 因

子 に よ る尺度 の相関構造を 示 し て い る と報告し て い る 。

　宇恵
・
乾 原 〔402） は ， 30日間 に わ た る洋 上 大 学 セ ミ

ナーに参加し た大学生62名 に つ い て乗船直後 と下船前 に

P − F ス タ デ ィ （青 年 用） を実施 した結果を報告 し て い

る。その 結果，個 々 の カ テ ゴ リー
で は 0 − D の 減少 と N

− P の増加，評点因子 で は E の増加 ， M ’
， 1 ， 1 − 1な

どが減少 し た と報告 し て い る。 こ の研究 は社会的順応性

の 変化を問題に し て お り，テ ス ト自体の検討を 必ず しも

意図し た もの で はな い と思わ れ る が， P − F に関す る こ

の種の資料は ほ と ん どな い の で ， 船上 の 集団生活 が P −

F 反応 に どの よ う な変化を もた らす か に つ い て ， さ ら に

個人的 な 変化の様相を分析され る こ とが望 ま れ る 。

　 こ の ほ か ，パ ー
ソ ナ リテ ィ

・ア セ ス メ ン トで 注 目 さ れ

る の は ， 村上 ・村上 （19921 に よ る MMPI お よ びそ の 短

縮版 MINI の コ ン ピ ュ
ー

タ
ー解釈 シ ス テ ム の 発行で あ

る 。 こ れ は 実施 や ス コ ア 整理 が 簡便化 され ただ け で な

く． 解釈内容 も提示 され て い る とこ ろ に 特徴が あ り， こ

の シ ス テ ム の使用 に よ っ て 今 後 の MMPI 研究の 発 展 を

促進す る こ とが期 待 さ れ る。また解説書 に は ， MMPI

の研究動向も述 べ られ て い る の で ， こ の 方 面 に 関心 の あ

る者に と っ て大 い に参考 に なる と思 われ る 。 な お ア メ リ

カ で は す で に MMPI の 改訂版 として MMPI − 2が 公 刊
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さ れ て お り，い ずれ 日本版 の 作成が 試み られ る と思 わ れ

る が ，こ れ ま で の さ ま ざ ま な MMPI 日本版 に対 す る批

判を生か し た標準化を期待 し た い
。

4． ソーシ ャ ル ・サポー ト

　鴫 （1991） は ， 大学生 の ソーシ ャ ル ・サ ポ ー ト・ネ ッ ト

ワークに 関する測 定的研究 を行 っ て い る。

一般的な大学

生 に と っ て 重要 と 思われ る サ ポ ー ト ・
ネ ッ トワーク と し

て 父親 ， 量親 ， 兄弟 ， 親友 ， 恋人 ， 同性の友人 ， 異性の

友人 ， 先生 な ど12入 を定 めた。そ して ，12項 目 の サ ポー

テ ィ ブな内容を表 わす文 を変 数 とした評定結果 の 因子分

析 を行 い ，第 1 因子 は心理 的 サ ポ ー ト，第 2 因子 は娯楽

関連的サ ポ ー
ト，第 3因 子 は道具的 ・手段的サ ポート，

第 4 因子 は 問題 解決的 サ ポートと命名 され た。12人 の

ネ ッ トワーク ・メ ン バ ーごと に 因子得点 を求 め て 各 メ ン

バ ー
の 持 つ 特徴 を考察 し，同性 の 親 友 と恋人 が 二 大サ

ポー
ト源 で ある こ と や性差 は あ ま り見 られ な い こ と な ど

を明 らか に した 。 な お ， 個 々 の 被 験 者 の 持 っ て い るサ

ポート ・ネ ッ トワ ーク の 様 式や構 造 を個性記 述的 に とら

えて い く方法 を提出 して い る。

　 ま た嶋 （1992） は ， ス トレ ス と ソ ーシ ャ ル ・サ ポ ート を

多次元的 に 測定 し ， ど の よ うなス ト レ ス に 対 して ， ど の

よ うな サ ポー トが効果 を もつ か を明 らか に しよ う とし

た。男子学生 に お い て は，同性の 友人 の サ ポートの み が

有意な効果 を持 っ た の に対し て ， 女子学生 で は ， 異性 の

友人 の サ ポー トの
一

部 を除 い て す べ て の サ ポ ー
トが有 意

な主効果を もち ， ソ
ー

シ ャ ル ・サ ポ
ー

トの 持つ 心理的健

康状態 に 対す る 主効果 は女子 の 方 に 大き な意味を持 っ こ

とが 示 さ れ た 。 ま た ， 家族サ ポートが女子 の 場合 ， 心理

的健康状態 と最 も密接 な関係 を持 っ て い る傾 向が み ら

れ ， それは女子学生 と家族 と の 結び付 き の 強さ を反映 し

て い る と い え る。

　堀野
・森 （ユ991） は ， ソ ーシ ャ ル ・サ ボ ート と抑 うっ と

の 関係 に は達成 動機が 介在 す る こ と，し か も，競争的達

成動機 と 自己充 実的達成動機 は異 な っ た介在要因 と な る

こ と を明ら か に し た う え で ， 抑 うつ と 落 ち 込 み の 2側 面

と ソ ーシ ャ ル ・サ ポー ト及 び 2 つ の 達成動機 と の 関 係 を

明 らか に す る目的 で 研究 し た 。本研究の 結果は ，次の 3

点に要約さ れ る 。 自己充実的達成動機が 高 い 場合 は ， 日

常的な落ち 込 み を感 じ る こ と が あ っ て も ， 抑 うつ を形成

しに くい
。 競争的達成動機が 高い 場合 は

， 落ち込 み や す

く，ま た抑 うっ を形成す る場合 もある。落ち こ み ・抑う

っ と ソーシ ャ ル ・サ ポート と の 関係に は ， そ の 個人 の達

成動機が介在す る 。
こ れ ら の 結果 か ら， 教育 的援 助 も

ソ ーシ ャ ル ・サ ポ ートの 重 要 な ひ とつ で あ る が ，そ れ が

生か せ る か ど うか は個人 の もつ 達成動機の 質に よ っ て異

な る 点 は十分 に考察 す る意義が 認 め られ る 。

5． 適　　応

　不安 と対人 場面 の 関係 か ら対人不安 を類 型化す る研 究

を菅原 （1992〕 が 行 っ て い る。大学 生 を対 象 と し て
， 個

別面 接法に よ っ て 不安場面の想起 と そ の 不安体験 に つ い

て の 表現 を求め ， 不安語の数量化理論第 n蓋類に よ る分析

と不安体験事例の ク ラ ス タ ー分析の 結果 ， 対人不 安 の 表

現語群 と関連す る対人場面 を次 の よ う に 2 つ の グ ル
ープ

と 4 つ の類型 に 分類 して い る。「恥の 意識」：1．恥辱の

感情 ；社会的に 受 け入 れ られ な い 自己 が 露呈 し た状況 ，

II．照れ の 感覚 ：他者 に と っ て馴染み の な い 自己像が露

呈 した 状況 ， 「コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン 不安」：III．緊張感 ：

入前 の 自分 に 自信 が持て な い 状況 王V ．戸惑 い や 困惑 ：

対人 場面 に お い て 役割が 混乱 し た状況 。 こ の研究 は ， 従

来 の 対人不安 の 類型 よ り も総合的で体系的な分類 を提示

し て お り， 今後の対入 不安研 究 を進 め る うえで の 基盤 を

提供 す る もの と し て 注 目 さ れ る。

　 また青年期 に お け る不 安 の 研 究 と して ， 山本 （1992 ）

は，人間的成長 に ポ ジ テ ィ ブな成長不安 とネガ テ ィ ブな

抑制不安 と い う不安 の 二 面性 に つ い て 研 究 して い る。ま

ず， 2 つ の 不安 を測定 するため の 尺度 を作成 し，因子分

析 ， 内的
一

貫性，臨床群 へ の 適用 に よ る妥当性 ， 基準関

連妥当性 と し て 実存心理 検査 ， 同
一

性 次元 尺度 ， 理想

一
現実 自己 の 差異な どとの 関連 性 ，

EPpS の 達成 動機尺

度 と成長不 安 との 関係な ど を多面的に検討 し，こ の 尺度

の 信頼性 と妥当性を得て い る 。 次に ， 高校生 と大学生 を

対象に して 2 つ の 不安 に 関し て性差 と学年差 の 面 か ら検

討 した結果 ， 高校生 で は成 長不安 で 学年差，大 学生 で は

抑制 不安で 性差 が 認 め ら れ て お り，こ れ ら の結果に つ い

て 自我同一性の観点か ら考察 し て い る 。

　松村 〔1992 ）は ， 個 人 の 属性 として の 不合 理的 信念 の

高 さ に よ っ て
， 役割 と して 与 え ら れ る 合理的 ま た は 不合

理 的信念が，あ る 緊張状態に お け る被験者の不安や 結果

の 予測に ど の よ うな 影響を及ぼ す か を検討 し て い る 。 実

験 要因 は ， 不 合 理信 念 ， 想 像 状 況 （中性，緊 張 ， リ ラ ッ ク

ス 〕
， 緊張状況 に お け る 役 割 と し て の 信念 と準 備性 で あ

り，従属変数は自己報告の 不 安と ゼ ミ発表の結果の 予測

で ある 。 そ の結果 ． 属性信念の 高い 被験者は不合理 的信

念を与 えられた場合 ， 準備 が で きて い ない ときに 不安が

高ま る。一
方 ， 属性 信念 の 低 い 被験 者 は 準備 の い か ん に

か か わ らず合理的信念よ り も不合理的信念の役割に よ っ

て不安が高 くな る 。 また ， 結果の 予測 に つ い て は， 役割

信念 の 主効 果 は認 め られな か っ た が ，属性信念が 高 くて

不合 理 な 役割信念群 の ほ う が 属性信 念が 低 くて 不 合理 な

役割信念群 よ りもより望 まし くな い 結果 を予 測す る傾 向
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が あっ た。こ れ ら の結果 か ら部分的に仮説 を支持して い

た と報告し て い る 。 な お ， この研究で実験要因 と し て 分

析 さ れ て い る準備性に つ い て ， 論文 の 「問題」の と こ ろ

で そ の意義や 仮説が述べ られ る べ きで は な か っ た か と考

えられる。

　 抑 鬱的な人 は好 ま しくない 出来事 をその 程 度 に応 じて

認知す る の か ，ま た は
一

様 に 認知す る の か に つ い て ，工

藤 〔1991） は ， 抑鬱的で な い 人 と対照 さ せ て 検討 して い

る。 女 子大生 を対象 に ， 抑鬱性 は Zung に よ る SDS 旧

本版 ）を用 い
， 仮 設場面 は外見や性格 をけなされ る対人

場面 と心理 テ ス トや実技の テ ス トに 失敗す る達成場 面 に

っ い て そ れ ぞ れ好ま し くない 程度が 3 段階 に 分 か れ て い

る場面 が設定 された質問紙で ， 被験 者に対 して各場面に

つ い て 10 段 階 の 好 ま し くな さ と 7 段 階 の 自分 に と っ て

の 重要性 の 評定が求め られ た。そ の 結果，抑 鬱的な入 は

好 ま し くな い 場面の程度を弁別せ ずに認知す る傾向が あ

り ， 抑鬱的 で な い 人 は 場面 の好 ま し くな さ の程度に よ っ

て 異な っ た認知 をす る傾向があ る と報告 して い る 。 ただ

し，著者 も述 べ て い る よ うに ，場面想定が質問紙 に よ っ

て い る こ とや そ れ らの 場面が 被験者に と っ て ど れ ほ ど自

我関与があ っ た の か と い う方法上 の問題が残 さ れ て い る 。

　堀 野 （1991） は ， 達成動 機 と成功恐 怖 と の 関係 に つ い

て 研究 して い る。大学生を対象に して ，達成動機 の 質問

紙 ， 成功恐怖に つ い て は質問紙お よ び仮想的実験場面で

の 主人公 の 感 じと主人 公 に対す る周 囲の感 じに つ い て調

査 を実施 した。仮説場 面 の　 a ）女性が トッ プ で 男性が

2番， b）男性が トッ プ で 女性が 2 番，　 c ＞女性が トッ プ

で 女性が 2番 ， d ）男性が トッ プ で 男性が 2 番 と い う 4

つ の 条件 ご とに 重回帰 分析 を行 っ た結果 ， 成 功恐怖が存

在す るの は実際 の 女 性 で はな くて ，「競 争的達成 動機 が

高 い 男性 に お け る女性像」で あ る とい う興味 あ る結果 を

見 い だ して い る 。 ま た ， 質問紙法 と仮説的実験場面で は

異 な っ た成功恐怖 の場 面 を測定 して い る こ とも指摘 して

い る が ， こ の よ うなデ
ー

タの 種別 に よ っ て 異な っ た側面

を と らえ る可能性は す べ て の パ ーソ ナ リ テ ／ 研究に お い

て 考慮 すべ き問題 で あ ろ う。

　生徒や 学生 の 適応を と りあげた研 究と して ，松田 ・佐

藤 ・ 福家 ・ 行本 ・片山 （426） に よ る小 学生の い じめ に つ い

て の分析があ る 。 小学 5 年生 を対象に し て ， 欲求と欲求

不満耐性 に 関す る質問紙 とい じめ の 経験や対策な どに つ

い て の 自由記述 に よ る 調査を行 っ て い る。そ の 結果，い

じ め の経験群 は欲求不 満耐性が 弱 い こ と，い じ め ら れ た

経験 群 は友人 に 対す る 不満が高い こ と ，
い じめ群 は教師

に 対 す る 不満 を多 くもっ て い る こ と な ど が 示 さ れ ，
い じ

め の 要因 と し て規範意識，欲求不満，欲求不満耐性が関

連 し て お り ， 問題解決の ポイ ン ト と し て ， 学校 と家庭の

連携や欲求不満耐性の育成が重要だ と指摘して い る 。

　中学生 が 入学 に あた っ て もつ 期待 と不安に つ い て ， 小

泉 （427＞ が 調 査を行 っ て い る。42項 目の 中学入 学 に関す

る期待 と不安の 質問舐，兄弟関係 ， 学習不安傾向の調査

を実施 して い る 。 因子分析 の 結果， 6 因子 が 抽出 さ れ て

お り， 不安や不満に つ い て は対人関係 ， 学習 ， 規制 な ど

に 細分化 され るが ， 期待に つ い て は あ ま り分化 し て い な

い 傾向が ある と報告 して い る 。 また兄姉の身近 な情報源

の 存在が中学入学 の 期待や 不安 に 影響 す る こ とや ， 小学

校に お け る学習不安の強 い もの が 中学 で の 不安 も強 い 傾

向 が あ る こ と を明 ら か に し て お り，さ ら に 入学後 の 追跡

的研究 が 期待 され る 。

　三 宅 ・陶山・三 島 ・松本 ・米田 （441） は，大学生 の 悩 み

に つ い て の 継続的な 調査研 究を行 っ て い る。144項 目か

ら な る 悩 み や 不 安 に関す る 問題項目 チ ェ ッ ク 調査票 を用

い て，多 くチ ェ ッ ク され た42項目に つ い て 因子分析 を

行 っ た結果，11の 因子 （環 境 問 題 ，情 緒 ，友 人 関係，将 来 的職

業感，向積極 性，就 学，金銭，異性観 ， 人生 へ の 取 り絹み ， 人 づ き

あ い ，外観 ） を抽 出 し て い る 。 さ ら に ， 職業的同
一

性地位

と の 関係を み た結果 ， 地位 に 応 じた悩み や不安の特異性

が推測 さ れ る と報告 して い る。

　大学生 の孤独心性 に つ い て ， 中川 （442） は ， 孤独 感尺

度 （LSO ＞ と エ ゴ グ ラ ム （TEG ｝ を 用 い て検討 し て い る。

LSO と TEG の 分 析 で は， 両 者 と もほ とん ど年齢差 ，

性差が な か っ た。LSO と TEG の 相 関 で は， 孤 独 感 尺

度の 理解 と共感の高 さ が社会的適応性 と関係 して い る こ

と や男女 で 相関 の あ り か た が 異 な っ て い る こ と を指摘 し

て い る。

6， そ の 他

　岩井 幽 6） は，二 人 き ょ うだ い の 出生順位 と性格 と の

関係に つ い て報告 して い る e 長子的性格，次子的性格 と

い われ る もの が ， き ょ うだ い の 性別 の 組合わ せ や ，兄

弟，姉妹 な どの性別組合わ せ に よ っ て 異な る もの か が 検

討さ れ た 。 同 じ中学校 に 通 う 2 入 き ょ うだい で，兄 弟，

兄妹 ， 姉弟 ， 姉妹 の各組 の 計209組 が 調査 され た。そ し

て，長子的性格 として ま とめた項目は ， 兄的 と は か な り

一
致す るが 姉的 とは異 な り， 次子的性格 とした項 目は ，

妹的 と は
一

致す る が 弟的 と は一
致 して い ない 。姉 弟 の 姉

的 と兄妹の妹的は ， ほ か の組合わ せ の き ょ うだ い の 組合

わ せ よ りも選択率が高 く， 姉的特徴 ， 妹的特徴が は っ き

り し て い るが ，弟的特徴 はあま りは っ き りして い な い な

ど の 結果を見 い だ し て い る。

　青年 の 心理 を理解す る に は ， 生活を彩 っ て い る感情で

あ る 生活感情 か ら の ア プ ロ
ー

チ が 必要 で ある として ， 大

学生が 特に よ く感 じて い る生活感情 を調 べ て，それ らの
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間 の 関係 を明 らか に し よ う と し た の は落合 ｛416） で あ

る。まず予備調査 と し て 日頃感 じて い る 気持 ちを感情名

で表わす と ど ん な感情 に な る か を20答法で 回答さ せ た
。

そ れ を整理 し て 多 くの 者が あげ た 30の 感情 を代 表的生活

感情 と し た 。 次に本調査で そ れ らの感情 を ど の 程度感 じ

て い る か を 5件法 で 調 べ
， そ の デ

ー
タをク ラ ス タ

ー分析

し た 。 ク ラ ス タ ーは大 きく 2 つ に 分 か れ ， な お そ れ は幾

つ か の 群 に 分 けられ る。そ の うち，例 え ば第 1群は い わ

ゆ る明 るい 感情，第 2 群 は成就以前 の追われ て い る落着

か な い 感情，第 6群 は
一

人 に なる不安 ， そ して第 7群 は

人 に対す る羨望 の感情で あ っ た。 こ の よ うな感情問 の構

造 の解明 は ， 青年期 の 理解 に 新し い 資料を提供す る もの

で あ る。

　白井 （450） は ， 青年期が意識的 に 自己 を形成 し始め る

発達段階に あ る こ とに 注 目 した。そ こ で，自己 形成の 主

体 と し て の 青年 を研 究す る立場 か ら，青年 の 自己変容を

促す ような契機 に 働 きか け る こ と に よ っ て 心 理的機能の

自己運動を人為的 に 作 り出し ， そ の 心理 的機 能 の 因果関

係を探 ろ う と す る技法 を開発 して，変容確認 法 と名づ け

て い る。こ の 方 法 は 調 査結果 や 研究 者 の コ メ ン ト を

フ ィ
ー

ドバ ッ クす る こ と に よ っ て調査対象に変容を もた

ら し，さ ら に そ の 変容の 事実 と 理 由 に つ い て 対 象者 の 認

知 を確認 し て い くの で あ る 。
こ の 技 法 に 関 す る探索的 な

検討 が 試 み られ ，そ の 有効性を立証す る資料が示 さ れ て

い るが 今後の 研究 に期待す る と こ ろ が多い とい えよ う。
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