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人 格 部 門

パ ー ソ ナ リテ ィ 研究の 動向

高　橋 　裕　行

（福井大 学）

　 パ ーソ ナ リ テ ィ に 関す る研究 は ， 学会発表 の 領域 に お

い て も ， 人格 ， 発達，教育，臨床 ， 社会 と広範囲に わ た っ

て お り， 関連す る学会 も多 く，全部 を
一一

人 で 網羅 す る こ

と は ほ と ん ど 不可能で あ る 。 そ こ で本稿で は，1995年 7

月か ら1996年 6 月 まで の 主 として 教育心理学研究 と心理

学研究で 発表さ れ た 研究 を中心 と して ， そ の他青年心理

学研究 ， 心理臨床学研究な ど関連す る雑誌論文 で の 発表 ，

お よ び 日 本教育心理学会第38回総会 と 日本心理学会第 60

回大会で の 発表 をもとに， 1年間 の パ ーソ ナ 1丿テ ィ 研究

の 動向に つ い て 展望する こ とに す る 。

1， 学会発表に つ い て

（1） 教心学会第38回総会お よび日心学会第60回大会 に つ

　 い て

　教心学会 の 総 会 に お け る発表 に つ い て 全体的に 検討 す

る と，人 格部門 の 口 頭発表 は ， 4 セ ッ シ ョ ン （  検査 ・測

定，  自己像，  児 童 ・生徒 の人 格特性，  大 学生 の 人格特性 ｝ で

あ り， 今総会よ り導入 さ れた ポ ス タ
ー

展 示 に よ る発表 は ，

2 セ ッ シ ョ ン （  人 格特 性，  自我・自己 ）で あ り，全 部 で 54

件の 発表 が 行 わ れ た。

　人格部門以外に も，発達 の 部 門 の 口 頭発表 に お い て，

  人生 ・生 き方 ， ポ ス ター
発表 に お い て ，   社会性 ・感

情，  自律性，  ア イデ ン テ ィ テ ィ
ー・性役割，  動機

づ け ， 社会 の ポ ス タ
ー
発表 に お い て ，   進路選 択 ，   現

代青年の意識 ， な ど生 き方へ の 意識や態度 な ど人格 に関

する発表 が 非常に多 く含ま れ て い た が ， 後述 の 研 究内容

に つ い て そ の 動向 を展望す る際 ， こ れ らの 発表 は資料の

収集あ る い は 発表者 との 討議 を ほ と ん ど行 い 得な か っ た

ため含 まな い こ と とす る。

　今回 の 学会 の発表形 式に つ い て の特徴 は ， 原理 ・方法

や人格 ， 教授過程，学 習，測定 ・評価 ， 臨床，障害な ど

は 「口 頭発表」で ， 発達と社会 は 「ポ ス ター発表」で と

い う慣行 で 固定化 さ れ て い る部門別に よ る発表形式 に 手

が 加 え ら れ ，原理 は 口 頭発表の み ， 測定 ・
評価 と障害 は

ポス タ ー
発 表の み で ある こ とを除 き， 他の部門は 口 頭発

表 と ポ ス ター発表 と の 両者を含ん で い る こ とで あ る 。
い

ずれを 口 頭発表 とし，
い ず れ をポス ター

発表と す る か 規

準が 必ず し も明 ら か で な い が
， 年々 増大す る 発表数 に 対

す る苦 肉 の策な の で あ ろ う。い ずれ に して も， 人格の部

門 も，他 の 部門 と同様，複数の分野 が 同時並行 して 発表

が 行 わ れ て い るため ， 1 つ の部屋で 冂頭で の 発表 を聞 い

て い る と ， 他室 の 発表 や ポ ス タ
ー

で の 掲示時間 に 間 に 合

わな い と い う不 都合が 生 じ て くる。今総会 に お い て は ，

口 頭発表 とポ ス ター発表 とが同時並行 して 行われ て い る

た め ，桑原 （1994＞や井上 （1995）の 人格部門 で の 展望 で 指

摘して き た発 表プ ロ グラ ム 企画 ・設定 の 不都合が む し ろ

拡大 され る に 至 っ た と考え ら れ る。

　 日心学会 の 大会 の 発表 は ， す べ て 口 頭 発表 の 形式 で ，

7 セ ッ シ ョ ン
， 全部 で 51件の 発表が行われた。 こ こ で も，

2 つ の分野の発表が そ れぞれ別 室 で 同時進行 され る た め，
一

方 の 発表 を聞 い て い る と他方 を 聞 くこ とが で き な い と

い う状 況 で あ っ た 。 心理学全て の 部門 の 発表大会 を限 ら

れ た 日程内に 開催 す る と な る と ， 年々 増大する発表数 を

考え て ， 企画を も含め て 改善す る こ とが望 ま し い が 容易

で はな い と思 わ れ る 。

  　研究内容 に つ い て
一

教心学会の 発表を中心 として

　上 述 の よ う な 事情 もあ り，
こ こ で は教育心理学会 の 口

頭発表 とポ ス ター発表を中心 と して 研 究 の特徴をみ て い

くもの と す る。

　 こ れ ま で の 学会発表 で は 少な か らずの研究が あ っ た ア

イ デ ン テ ィ テ ィ に 関す る 発表 ， 生 き方、 性段割 ， 女姓 に

関す る研究 は ， 前年の総会の 傾 向 を引 き継 ぎ， 発達 お よ

び社会部門 と し て ポ ス タ ー
発表 に な っ て い る た め ，人格

部門は そ の 内容が か な り異な っ た もの と な っ て い る。

　 まず，  の検査 ・測定 に つ い て は
， 水野 他 （ZA312t ） が

乳児 の 気質 を測定す る た め 日本語版 気質質問紙 〔RITQ ）の

本邦で の 妥当性 の 検討 を試 み ， 構造 分 析の 結果 ，
オ リジ

ナ ル な次元 と は 異 な る次元 が 析出 され る こ と を見出し て

い る。山崎 〔2A3122）は ， 日本版幼児 馬 MYTH を児童用

に 標準化す る こ とを試み ， 主因子法 に よ り 2 つ の 因子解

が求 め られ ，因子 1 が 焦燥 ・攻撃性 ， 因 子 2 が 競 争性 で

あ る こ とを見出し て い る 。 藤井 （2A3123｝は， 中学生用 自

己意識尺度 の 改訂 を試み ， 原版 で の 下位尺度 間 の相関 と

異 な る が ， 3 つ の 自己意 識尺度を認 め て い る 。 彼 は こ の

尺 度 を用 い て性差と学年差 の 検討 を行 い
，

い ず れ の 下位

尺度 に お い て も ， 女子 が 男子 よ り， 3 年生 が 1年生 よ り
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高 い こ と を見出 し て い る 。
こ れ らの 3 つ の 発表は，既存

の 尺度の検討 も し く は対 象 の拡大 を意図 し て先行研究 に

お い て使用さ れ た尺度を再構成 し使用 し た もの で あっ た 。

　他方， 酒井・久野 （2A3125）は
，
　 Spranger の 6 つ の価値

追求 的精神作用 の 改訂 さ れ た 尺度 を 用 い て ， これ ら の 下

位尺度 と YG 性格検 査 と の 相関を検討 し て い る。　 YG の

1Dの 性格特性が こ れ ら の下位尺度の い ずれ か と，30以 上

の 相 関をす る こ とが 認め られ て い る 。 彼 らの 尺度 の 開発

は，価値観追求の検討 を正面 に 据 えた新 たな試み と し て

興味が そ そ ら れ る が
，

こ の 価値追求 的精神尺度に よ っ て

測定 され て い るもの が 何な の か と い う構成概念的妥 当性

の 検討 が 必要 な の で は な い か と考え られ る。

　藤田 （2A3124 ）は ，
　 P−F ス タデ ィ の 評定 の 分類 に 匪難 を

感 じ る不 明確語 「な ん で 」 の 反応 語に 着目 し ， 場 面 ご と

の 出現率を検討 し，男子 で は場面10「君 は うそ つ きだ
…

」

が 最 も高率で ， 場面18 「す い ま せ ん 。
1 つ だ け

…
」 が 最

も低率で ，女子 で は場面 8 「君 の 女友達が …
」 が 最も高

率で ， 場面22 「お 怪我 は…」が 最 も 低率で 出現 す る こ と

を ， 「な ん で 」の 意味の 解釈 は全体に男女間で 類似 の 傾 向

に あるが ，場面 に よ っ て は男子 に E ，
E ’

が
， 女子 に 1’が 多

い こ と を 見出し て い る 。

　板津 （2A3ユ27） は ， 内田 ク レ ペ リ ン 検査 を繰 り返 し 実施

した場合 の 変化 ・不変化 を検討 し た研究に そ の 対 象 と し

た諸 指標 が 乏 し い こ と か ら ， ユ1の 指標 に つ い て
， 高校 3

年生 を対象 に 1回 目を実施 し 2 同 目を 3年後再実施 した

縦断的検討 を行 い
， 被験者 間 で 各指標 に 有意 な正 の 相関

関係 が 認 め られ る こ と，被験者内で 前半作業量 ，後半作

業量，全体作業量 い ずれ に お い て も高 い 相 関 が 認 め られ

る こ と を見出 し， 3年 の 間 隔をあ けて検査 を繰 り返 して

も， UK 全体 の 曲線 経過は大 き く変化 しな い と結論 して

い る。長谷川 〔2A3128）は ， 再検査効 果 を多段階選択肢評

定 に つ い て 中心
一周辺 的評点 の 観 点 か ら検討 を行 い

， 自

己意識の 高評価 性 の 項 目，中評価性 の項目， 低評価性の

項 目な ど をダ ミー
項 目 と と も に ラ ン ダ ム に 配列 し， 1 週

間間隔で評定を求め ， 評価水準 の 高低 に 拠 らず中心化が

周辺化よ り顕著 で あ り， 変化 の 方 向は低 い 項 目が プ ラ ス

変化 に よっ て 中心 的回答に ， 高 い 項 目が マ イナ ス 変化 に

よ っ て 中心的 回答 へ 変化す る こ と を見出 し，多段階選択

肢評定 に お い て も従来の 再検査効 果 と整合す る効果が生

じ る こ と を確認 して い る。

　 セ ッ シ ョ ン 2 〔自己像 〉 の発表 は次 の とお りで ある。

　 こ の セ ッ シ ョ ン で の 時 津 （2D3037） の 事例的な ア イ デ ン

テ ィ テ ／ 研究 と溝上 ｛2D3035） の 方法論的検討 と を除 き，

青年前期 か ら青年後期 ま で の 自我確立 と の 関連 か ら派生

した人格特性 を検討 した もの で あ る 。

　 時津 は ， 社会変 動 に よ る著 し い 環境 の 変化 に お い て 個

人 の 心理
一

社会的 ア イデ ン テ ィ テ ィ が ど の よ うな過程 を

た ど る の か に つ い て ，日本 に帰国 し た 「中国残 留婦人」

1名を対 象 として，面接法に よ る聞 き取 り調査 と自叙伝

の 内容 と を照応 さ せ な が ら検討 し て い る。社 会変動 に よ

る ア イデ ン テ ィ テ ィ危機 を乗 り越 え さ せ る 力 と な っ た の

は，日本人 と して の連続性を個人 内 で保た せ る，「日本人

で あ り」「日本女性で あ り」続 ける過程 で あっ た と して い

る 。 彼女 の 発表 は，37回総会 に お い て行 っ たア イデ ン テ ィ

テ ィ 研究 に 必要な視座 とし て 「個人個人が 生 きて 来た 過

程 そ の もの を把握す る こ と で あ り」「
一

人 の 人 間が生 き て

い く過程 を と ら え よ う とす る ならば歴 史や文化 を も視野

に 含め る べ きで あ る 」 とい う主張 を，具体的 に どの よう

に実現す る か 必ず しも詳細 が 明 らか で な か っ た も の を実

証化 し た も の と考 え られ る 。

　溝上 は ， 法則定立的研究で あ りな が ら個性記述的研究

に は ， 回答者自身 に 自ら表出さ せ る方法 と調査者側 が 予

め 用意 した次元 の 評定 の 重み に よ っ て個人 の 重要 な 領 域

と す る方法と が あ り ， 前者が内在 的視点 と し て 主体 の実

際 の意識体験に現れ た もの で あ るが，後者 は外在的視点

と し て 主 体の外側 か ら 主体 の 意識や行動 を理解しよ うと

す る もの で あ り， 題材 と し て個性記述的な 自己評 価 の 規

定要 因を，両視点 の 差異 を検討 して い る。彼 は，「私 は い

ろ い ろ不 満や 反省が な い わ け で は な い が ，基本的に今の

ま ま の 自分 で い い と思 っ て い ま す」 とい う自己評価 文章

を肯定 した者を対象 と し て ，

一
方で 「それ はなぜ で す か 」

に つ い て 自由記述を求め ， 他方 で 予 め用意さ れ た肯定の

規定要因56項目へ の あ て はま り度 の 回答を求め ， 併 せ て

自尊感情 を測定 し，自尊感情の 高 い 者 は 自由記述 に お い

て 内在的視点か ら生き方や 人間関係 ， 生活感 情 な ど何か

し らあげ る こ と が で き多 くの 規 定要因 を認め る こ と が で

き た が ， 自尊感情の 低 い 者 は主 に 言い 訳や 弁解 しか 表出

で き ず該 当す る規定要囚 が な か っ た 。 溝 上 は ，
こ れ らの

結果 か ら両視 点 の意味 は ， 自尊感情が 外 在的視点 と し て

の 数多 くの 要因 に 支 え られ て い る と き，個人の意識の 中

で価値あ る 要因 が内在 的視 点 と な っ て表出さ れ る もの と

考 えて い る。

　 村 田
・松井 （2D3031 ） は ， 中学生 か ら大学生 ま で の コ ン

ピ テ ン ス を把握 す る こ とを目的に ，認知 さ れ た コ ン ピテ

ン ス 測定尺度 （桜井， 1983〕を改訂 し て 5 尺度か らな る コ ン

ピ テ ン ス 調査票 を作成 し ， 学習 コ ン ピ テ ン ス は高校 1 ，

2 年が 中学 2 年や大学 4 年よ り低 く，課外活動 コ ン ピ テ

ン ス は中学 2年 が 大学 3 年よ り高 い 傾向が あ り， 異性 友

入 関係 コ ン ピ テ ン ス は 高校 1 年が大学 2 ， 3 ，
4 年 よ り

低 い こ と を見出 し，学生 の コ ン ピ テ ン ス が精神発達上 の

特徴や外的状況が 反映 して い る と考察 し て い る 。 長沼 （2

D30：12＞は，精 神的健康 ｛GHQ ＞と職業的ア イ デ ン テ ィ テ ィ
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か ら大学生 の 自己受容 （SA） を検討 し， 研究 1 に お い て

SA の 得点か ら高 ・中 ・低 の 3群 に 分 け ，
　 GHQ の総得点

は 低群が中群 よ り， 低群が 高群 よ りそ れ ぞ れ得点が 高 い

こ と を見 出し， 専攻別で は初等教 育 の学生 が教育学の 学

生 よ り自己受容 の 「精神的自己」 に お い て 低 く将来 の イ

メ ージ や 目標 の 有無 に よ っ て 影響 を受け る の で はな い か

とい う示 唆が得 ら れた ため ， 研究 2 に お い て 研 究 1 の 被

験者 の
一

部に面接調査 を行 い
， 自己受容の過程や 内容 に

3 つ の パ タ
ー

ン の あ る こ と を報告 し て い る。第 1 は ， 主

体的 ・
客観的 に 自己 の 長 所 ・短所 を把握した 自己認知 を

した上 で 変容の 可能性 に 開 か れ た 自己 を 受容 し 自己実現

を め ざ そ う と す る も の で あ り，第 2 は ， 主体的 ・客観的

に 自己を認知 しなが ら自己 の変容の 可能性を閉 ざ して 自

己実現 を め ざそ うとす る もの で あ り ， 第 3 は，自己認 知

の 時点 で客観的な側面 か ら 目を背 け 自己 実現 を め ざそ う

と す る もの で あ る 。 仮説的 モ デル として ， 自己受容に は

自己認知 を前提 に 自己変容 ， 自己実現 し て い くプ ロ セ ス

の 中に 位置 づ け られ る と想定さ れ て い る。こ の 発表 は ，

多 くの研究者が 尺度 を作成 し ， 質問紙法 に よ っ て 資料を

収集 し コ ン ピ ュ
ーター

を駆使 して 多変量解析 を行 う と い

う方法 をとっ て い る中で ， 想定さ れ た仮説的 モ デル が 正

鵠 を得て い るか は暫時留保す る と し て も，自己受容 の 深

さ とパ ターン に つ い て 分析 を試 み た と い う 点 で 新 た な 研

究 の 展 開 の先鞭をつ け た もの と思われ る 。 石木 （2D3034〕

は，「あ る べ き」自己像 と 1あ り た い 」自己像 との 差異 を

「自分 に と っ て の 必 要性」 と 「他者に と っ て の 重 要性」

との 関係 か ら検討 し，他者に と っ て の 重 要性 に お い て 「あ

りた い 」 自己像 と 「あ る べ き 」自己像 と の 間 に 差 異が認

め ら れ，あるべ き自己像 の 方 が高く，自分 に と っ て の 重

要性 と他人に と っ て の 重要性 との 評定値は 「あ りた い 」

意識 に お い て相関す る が ，「あ る べ き」意識 に お い て相関

し な い こ と を見Etlし ， 「ありた い 」像 が 自分 に と っ て も他

者に と っ て も共 に 重要 と 考 え る の に対 し，「あ る べ き」像

が他者に と っ て は重要 で あ るが 自分 に と っ て は必 ずしも

それ に 対応 しな い と考 え て い る。彼 は また，「あ る べ き」

像 の 意識 しや す さ と 1
．
あ り た い 」像 の 意識 しや す さ と に

強 い 相関が ある こ と か ら，「あ る べ き」像 を意識す る 人格

基 盤 と
「
あ りた い 」像を意識す る人格基盤 とが あ る程度

共通 し て い ると考 え て い る 。 野 上 （2D3036） は，身体 に関

す る情報 と ボ デ ィ
ー

イ メ ージ
， 自己 ， 対人場 面行動 との

関連 を検討 し， 4 つ の 想定され た全 て の領域 に お け る身

体情報 に 対 す る態度に性差 が あ り，女性 が男性 よ り得点

が 高く， ボ デ ィ
ー

イ メ ージで の 身体意識度 は 女性 が男性

よ り高 く， そ の 満足 度 に 女性が 男性よ り低 く， 女性 に お

い て の み 身体意識度 と満足度 と の 間 に は中程度 の 負 の 相

関 が あ り， 身体情報に関する態度 と身体意識度 と の問に

は 男女 い ず れ と も 中程度 の 正 の相関が あ り，満足度 との

間に は 女性に お い て の み中程度の 負の 相関が あ り，身体

意識度 と公的 自意識 との 間 に は中程度の 正 の相関が あ り，

満足度 と劣等感の 間，満足度 と シ ャ イ ネ ス と の 間 に は そ

れ ぞ れ 女性 に お い て の み 中程度 お よび弱 い 負の相関が あ

る こ と を認 め，女性に お い て は身体 に 敏感 な ほ ど ， 満足

度が 低 くな り，劣等感 が強 くな る こ と，他者 の 評価を気

に す る程度が 大き い ほ ど理想 自己 と の 比 較 に よ る不満が

大 きい ほ ど ， 対人場面 に お い て 不安 や 緊張 を感 じる こ と

を見出 し て い る。こ の 発表は，結果 の 分析 に お い て 用 い

ら れ た変数の 相 関分析 と身体情報に対す る態度 の得点に

よ っ て群 を設定し群間 の 分散 分析 を行 っ て い るが
， 最後

の 結論 に ま と め る こ と が 目的 な の で あ れ ば ， 因果関係を

想定 し た 重回帰分析 に よる パ ス 解析 を試 み た 方 が 理解 し

や す い の で は な い か と思 われ る 。 山本 〔2D3038）は， 高校

生 を対象 と し て 「希死念慮」 と充実感や 背景 的要 因に つ

い て 検討 し， 「死 に た い と強 く思 っ た」と い う希死念慮群

が 6．7％，非希死念慮群54、8％で あ り，希 死 念慮群 と非希

死念慮群 との 間 に は充実感 と鬱状態 で 有意 な差異が あ り，

希志念慮群が 充実感が 低 く鬱状態で 高 い こ と
， 死 に た い

と思 っ た理 由は対人 関係 で は友 人 ， 家族の こ と ， 自己 に

関し て は生 き る 意味 ， 勉強の こ と で あ り，希死 念慮 を 誰

か に話 し た か に つ い て は話さ な か っ た が 70．4％ ， 曖昧に

話 したが22．5％で あ り，直接的 な 表現 を 行 う と い う こ と

は 「生 か 死 か 」 と い う両極で しか 見 られ な い 視野 の狭窄

性を 示 唆す る もの で あ り， 教育的配慮の 必 要性 を指摘 し

て い る 。
こ の 発表 は ， 数量的な調査研究が 目的 で あ る な

ら ば，被験者 の 数 を増や して 検討す る こ とが 望 ま れ る。

　 セ ッ シ ョ ン 3 （人 格特 性） は ， 人格の 部門 に お け る ボ ス

ター発表に よ る初め て の 試み で あ り，掲示 時間 か ら前半

と後半に別れ ， 内容的 に 前 半は人格特性の新たな尺度 の

作成 と そ の 測定 的研究が，後半 は 家族像 や 子 ど も に 対 す

る生 き が い 感 父親像 ， 住宅環境 ．テ ス ト前不安 ， 中学

校進学 と ， 発達 と関連した人格 との関係を検討 した研 究

が 配 さ れ て い る 。

　佐藤 （3PBOI ） は ，　 Don　Richard　Risoの性格類型 論 に

よ る エ ニ ア グ ラ ム 性格類型質問紙 （RETI ）の 高校生 へ の適

用可能性と性格行動の 予測可能性 を目的 と し て 探索的 に

検討 し，144組の 二 者択
一

式の 検査法 の
一

部を中学生や 高

校生 に適用す るため文意 を変え な い 範囲 で 改 定 し ， 性格

の 基本タ イ プ の 確定 が 可能で あ る こ と を示 し，さらに事

例を提示 し基本タ イ プ の確定 に 基 づ く心理的な成長 の 方

向と，分裂方向 俳 自己 実現 方向）を予測 して い る 。 吉田 （3

PBo2）は ，　 PRIVACY 志向性 と人 格特性 との 関連 と PRI −

VACY 志向性尺度 （OTPS ）の 構成概念的妥当性の 検討 を

大学生 を対象 と して行い ，OTPS の 因子分析 に よ り先行
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研究 と 同様 の安定し た 因子構造が 得 られ る こ と，OTPS

の 因子 得点 と YG 性格検査 の 性格 特性 と の 相関分析 を

行 い ， 気分の変化や 攻撃性 と 「自由意志」 とが ，劣等感

や神経質 と 「遠 慮欲求 」と が の ん き と 「隔離」 とが 弱 い

正 の相関を す る こ と を ， 思考外向 と 「孤独」 とが ， 支配

性や 社会的外向 と 「孤 独」 や 「遠慮欲求」， 「閉居」 と が

弱 い 負 の 相関 をす る こ と を認め ， 自尊感情の 高群 の み に

お い て 主 観性 と 「友人 との 親密性」 とが ，抑鬱や気分 の

変化 ， 攻撃性 と 「自由意志」 とが ， 社会 的外向 と 「家族

と の親密性」 とが 正 の 相関 をす る こ と を，気分 の 変化や

支配性 と 「遠慮欲求」 とが 負の 相関を す る こ と を認め て

い る。 こ の 発 表 は，相 関分析を し て い なが ら， 結果 の 記

載 は，例 えば気分の 変化の大 き い 人 は 「自由意思」 を選

択す る傾向が あ る な ど と述 べ て お り，分析方法 に 従 っ た

適切 な表現 とな っ て い な い こ と に 批判の余地 の あ る と こ

ろ で あ る。大 橋 GPBO3）は，「自己 」 を 「自分 の こ と を 自

分 で ある と感 じ て い る そ の もの ， な い しは ， そ の ような

感 じ を 基盤 と し て 成立 し て い る，意識あ る い は意識現象」

と再定義 し， 「離人感 」に 関す る 質問紙 を開発 し ， そ の 質

的 内容 を検討 す る た め ，高校生 か ら主 婦を 含 む社会人 ま

で を対象 と し て ， 16項 目か らな る 質 問紙 を作成 し て お り，

バ リ マ ッ ク ス 回 転 に よ る 因子分析 を行 っ た と こ ろ 2因 子

解 が得 られ，第 1 因子 が 旧 常的離人傾向尺度」， 第 2因

子 が 「病 的離人傾 向尺度」 と そ れ ぞ れ 命名 さ れ た。彼 は ，

そ れ ぞ れ の下位尺度に対す る得点分 布 を検討 し て お り，

日常的離 人傾 向尺度 は 正規型 に 分 布 して い る の に対 し ，

病的離人傾 向尺度は ボ ア ソ ン 分布型 を示 し て お り， 日常

的離人 傾向尺度 の 項 目 は普遍 的 に起 こ りやす い 事態を，

病的離人傾向尺度の 項 目は病 的事態 に 近 い 内容 を と ら え

て い る と考 え て い る。小塩 （SPBD4 ） は ， 自己愛 パ ーソ ナ

リテ ィ 障害 の 臨床的徴候 と し て過度の依存性が指摘され

て い る が ，自己 愛と対人関係 に つ い て の 実証 的研究が 皆

無で あ る こ と に 着眼 し ， 自己人格傾 向 と依 存性 と の関連

を意識的側面 と投影的側面か ら検討 し て い る 。 自己愛人

格傾 向は 質問紙 （NPI ）に よ り と らえ られ ， 項 目 の 因子分

析の結果 「優越 感 ・有能感 」「自己顕示」「独 自性」 の 因

子 が析 出 さ れ，依存性 の 意識 的側 面 は質問紙 ， 投影的側

面 は TAT よ り と ら え ら れ ，そ れ ぞれ下位尺度 として 「依

存欲求」「依存の拒否」「統合され た依存」 か ら構成 さ れ

て い る。NPI 総得点 や優越感 は f統合」「投影依存」「投

影統合」と正 の ，「投影拒否」と負の相関を， 自己顕示 は

　「依存」「統合1 「投影依存」 と正 の，投影拒否 と負 の 相

関を ， 「独自性」は 「依存 」と負 の 相 関を示 し た 。 こ の 発

表 は ， 自己愛人格傾向を測定す る た め NPI を用 い て い る

が， こ の 質 問紙 に よ っ て と ら え ら れ て い る もの は 誰 に で

も多少あ る 自己 愛傾向 を測定 した もの で あ り，発表者が

意 図 し て い る よ う な パ ーソ ナ リ テ ィ 障害 と して の 自己愛

を と ら え て い な い の で は な い か と考 えられ，両 者を厳密

に区別す る必要が あ ろ う。 田中・木島 〔3PBO5 ）は，　 Clonin−

ger の 気質 と性格の 7次元 モ デ ル と状 態不安 と の 関連を

検討 し t 状態不安 の 得点 を予測 す る 重 回帰分析 に ， 性 ，

年齢 ， 気質 噺 奇 性追 求，損害 回避，報酬依 存，問執）， 性格 （自

己 志 向 ， 協調，自己超 越） な ど の変数を投入 した と こ ろ，損

害回避 と 自己志向 とが有意に 予測 す る こ とを見出して い

る。 田邊 （3PBO7）は ， 社会的知能 と し て の 「賢 さ 」を 「知

能 を状況 に 生 か す ような人格．トの 高位 な判断」 と み な し

て ， 具体 的な場 面 で ど の よ う に 生 か さ れ る の か検討 して

い る。賢 さ の 因子 と し て ／4囚子が挙 げ られ ， 困難場 面 と

して 15状況を設定 し ， 困難場面 で 賢さ の ど の 因子 が 必要

か評定 を求 め ， 自分 自身場 面 で は活動性が，社会場面で

は 要領 の 良 さ，進 路場 面 で は 知識 量 や判断力 ， 自己認知，

多面的思考力．計画性が，友人場面で は自己 コ ン トロ
ー

ル や 他者柔軟受容性が
， 家庭秘密場 面 で は 洞察力 や行動

力が必要 とされ て い る。吉村 （3PBO8 ） は，正 常者を対 象

と し て ，ロ ー
ル シ ャ ッ ハ 反応 の 逸脱 言語表現の 1 つ で あ

る情緒的明細化 （ALR ）の 採点基準と カー ド別 の 出現頻度

を検討 し て い る 。
ALR の 採点基準 は，情緒性 の 付与 さ れ

た 反応 くAR ）と思考性 の 付 与 され た 反応 （TR ）と に 大別 さ

れ ， カ
ー

ド別 で は X カ ー ドが M ・FM 反応の 出現率 に 比

し て 多 く出現 し， VIカ ードが著 し く少 な い こ と が 見 出さ

れ て い る 。

　 藤 森 （3PBO9 ｝ は，家 族 イ メージ 投影 図 と 質 問紙 法

（FACES ） に よ っ て 測 定さ れ る家族機能 の 凝 集性 と 適 応

性 と の 関連を検討す る ため相関分 析 を行 い ，三 者間距離

（fid と父，母 それ ぞ れ との 距 離 の 合計値 ）と凝 集性 ， 適応 性そ

れぞれ と負の ，自宅外生の 父 の大 き さ と凝集性 とに 正 の ，

自宅 生 の 父 の 大 き さ に 対す る母の大 き さ の 比 と適応 性 と

に 正 の 相関を見出 して い る。形式的 な こ と を述べ て 不本

意で あ る が
，

こ の 発表 は ，脱 字 が 少 な か ら ず有 り ， 文 の

指定 と図 の 位置 と の 不
一

致，文で表現 さ れ て い る相関 の

値 が 表 の い ずれ で ある の か 判然 と し な い な ど 不備 な と こ

ろ が少 な くな く， 発表論文送付 前の 自己点検が 必要な の

で は な い だ ろ うか 。山 田 ・安藤 （3PBIO ） は ， 子 ど も 時代

に 経験 し た食卓状況や母親の食事作 りの 態度が ， 特 に 女

子 に お い て ， 料理や食事に まつ わ る事柄 に 影響 を与 え る

で あ ろ うと仮 説 し ， 現在 の食行 動 を尋 ね る項 目， 母親へ

の 同
一

視 を 尋 ね る 項 目，小 学校時代 の食卓状況 を尋ね る

項 目，小学校時代の母親の 食事作 りの 態度 を尋 ね る項目 ，

小 学校時代の 母親の 養 育態度 を尋 ね る項 目な ど を 用 い て

パ ス 解析 を行 い ，食行動異常を中心 と し て分析 を行 い
，

母親 の 「統制 」的 な 養育態度 が 食事場 面 で 「躾 」 と し て

反映さ れ た と き， 「食 事強迫」や 「食事制 限」な ど の 異常

91

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

を引き起 こ す とい う因果関係予測モ デ ル を提示 してい る。

こ の 発表 は， 食行動異常を中心 と し て 分析され て い て そ

の価値 を否定 する もの で は な い が ， 適切な食行動 の 形成

の た め に ，前述 の 変数 を用 い なが ら因果関係 予測モ デ ル

として解明 さ れ る こ とが 有益なの で はない か と考え られ

る。木村 （3PB11） は ， 母親の 子 ど もに 対す る生 きが い 感

に つ い て 検討 し， 予備面接を基 に 子 ど も に 対 する生 きが

い 感 の 25項 目の 尺度 が作成さ れ ， 本調査で バ リマ ッ タス

回転 に よ る因子 分析を行 っ たと こ ろ ， 5 因子 が析出さ れ

た。第 ユ因子 は「N 親 と して の 存在 や責任 」， 第 2 因子 は

「子 ど もに 未来 を託す こ と」，第 3 因子 は「子 ど もを通 し

て成長 す る こ と」， 第 4 因子 は 「子 ど も に支 え られ る こ

と」， 第 5 因子 は 「子 ど もが 存在 して い る こ と」と命名 さ

れ た。
こ れ らの 因子 を構成 する尺度 は，充実感尺度 と 下

位尺度 で ある f充実感気分一退屈 ・空虚感因子 亅 と相関

が 算出さ れ，第 4 因子以外 は有意な 正 の相関が 認 められ ，

あ る程度の妥当鮭 が 得 られた もの と考 えられ て い る 。 松

岡 （3PB12） は ， 高校生か ら成人 まで を対象 と し て ， 父親

の 否定 的な行動 に 対す る評価 と娘の 自己受容 と の 関連 を

検討 し ， 自己受 容 の 得 点 を基準 と し て 高 （H ）， 中 （M ），

低受容群 （L）に 分 け，否定 的行動 へ の評価得点 に 対 し て

分散分 析を行い
， 1干渉 ・

頑 固」「品格 の なさj 「利己的」

の各因子 で 群問 に 差異 が認 め られ ， 高校 ・大学 ・成人 を

通 して ，M や L 群 それ ぞれ は同程度の幻滅度を示 す が，

成人 で は H 群が M や L 群 と差異 が 少 ない が ， 高校 ・大

学 で は H 群が M や L 群 よ り高 い 幻 滅度 を示 して い る 。

こ の 発 表 は，こ の ような結果 に つ い て ど の よ うに 考え る

か 何 ら触れ て い な い 。渡辺 （3PBI3） は ， 住ま い と性格形

成 との 関連を検討 し，住 ま い の 日当 た りや風通 し， 静け

さ
，

リ ビ ン グル ーム
， 個室の 広さ な ど の 各変数 と YG 性

格検査で 測定 され る 下位尺度 との 関連を，男女，住 まい

へ の 肯定 ・
否定 を 要因 と し た 2 要因分散分析 を行 い ，住

ま い の 各変数で性格特性の差異 を見出して い る。 こ の発

表 は，住 ま い の 基本的要素が そ こ に 居住す る人 の 性格形

成の
一

囚 と な っ て い る と論 じて い る が ， 分析 方法 か ら

い っ て も そ こ に 因果 関係 ま で 認 め て し ま うの は性急過 ぎ

る と考 え られ る 。 塩 谷 （3PBI4 〕 は，テ ス ト状況 の 段階別

に 不安 を検討す る こ と が有効で ある と考え ， テ ス トよ り

前の段階の 不安を 「テ ス ト前不安」 と呼び ， 時期を限定

せ ず に 「テ ス トに 向け た勉強 を し て い る段階で 感 じて い

る不安」 と定義 し， 探索的に，テ ス ト前不安，懸念，情

動性，テ ス ト と関連 の あ る 思考 ， テ ス ト と関連 の ない 思

考な ど の 変数を測定 し，各変数間 の相関分析 に よ り，い

ずれ の 変 数間 に お い て も中程度か ら 高 い ま で の 正 の 相関

を見出 して い る。古川 他 〔3PBI5） は，中学校入学直 前 の

小 学校 6 年 生 を対 象 に し て
， 中学校入 学 に対す る期待，

不安 ， 目標 に つ い て 検討 し， 小学校で の適応水準を基準

に 高 ・低群に わけ，期待 に お い て群問の 主効果と期待 の

領域 と性 と に 交 互 作 用 が あ り， 高群が低群 よ り高 く， 男

子 で は部活 ・先輩へ の期待が高 く，女子 で は教 師へ の期

待が 高 く，不安 に お い て群間や 性，不安 の 領域 に 主効果

があり， 低群が 高群 よ P高 く， 女子 が男子 よ り高 く， 学

業 と の両立 が 高 く，教師へ の不安が低 く， 目標 の 達成度

に お い て群間の 主効果 が あ り高群が低群よ り達成自信度

が高か っ た。 こ の 発表 は，目標 とい う変数を加え た こ と

に新奇性が 認 め られ る 。

　 セ ッ シ ョ ン 4 （児 童 ・生 徒 の 人 格 特性〕 の 発表は 次 の とお

りで あ る 。

　 塩見 ・永 田 （21）3041） は，高校生 を対 象 と し て無気力 と

自己概念 との 関連 を検討 し， 自己概念を測定す る自己イ

メージ 質問検 査 （OSIQ ） が因子 分 析さ れ 7 因子 が 抽 出 さ

れ ， 「社会的適応」「肯定的家 族像」「肯定的自己能力評価」

「心的安 定」「性に対す る積極 的態度」「肯定的将来像」「衝

動統制 」 で あ り， ま た無気力の 項 目 を測定 す る項 目の 因

子 分 析が 行わ れ 「学生生活不適応」「消極 的交友関係」「意

欲減退 ・あき ら め 」 「打 ち込 む領域 の 欠 如」「将来 の 展望

の 欠如」 で あ り， 自己概念 の 因子 か ら構成 され る項目 の

尺度得点 を説明変数 と し ， 無気力尺度 の 全体得点 を目的

変数 と し た 重 回帰分析を男女別 に 行 っ た と こ ろ，決定係

数 は男女 そ れ ぞ れ ．647， ．680で あ り， β値が有意な の は 上

位よ り 「社会的適応」「肯定的将来像 」「肯定的 自己能力

評価」が 正 の 寄与 を， 「性に対す る説教的態度」が 負 の寄

与 を 示 し て い る 。 こ の 発 表 は
， 被験者 と し て普通高校 と

工 業高校 の 生 徒を対象と し て お り，結 果 を高校別 に比 較

検討し な が ら ， 学校 現場で 浮一．ヒし て きて い る問題 の
一

端

が 明 ら か に な っ た の で は な い か と考え ら れ る。牧田 ・荒

木 （2D3042 ｝は，中学 生 を対 象 に
， 自ら作成し た 学校内不

安尺度 と 自尊感情や 学業成績 と の 関連 を検 討 し， 自尊感

情 と学校内不安全体 と そ の 下位尺度 と の 間 に 負 の 相関 が

あ り ， 特に授業場面 で 中程度 の 負の相関が認め られ，休

み 時間 の 場面 で もや や 弱 い 相関 が あ り， 学校内不安全体

得点 を基準 として高 ， 中 ， 低の 3 群 に 分 け群間 で の 教科

の 成績を検討 し た と こ ろ ， 不 安 の 低 い 群 は 認知教科で の

成績が い ずれ も高い こ とが 示 され て い る 。 宅 〔21｝3043）

は，中学生 ， 高校生 を対象に ， 心的問題 の 顕在化 ， 潜在

化 に 関連す る要因として 「衝動的行動傾向」「イ ラ イ ラ感 」

を取 りあげ，学校生活 に 対 す る意識 と攻撃性 と の 関連 を

検討 し ， 衝動的行動傾向と イ ラ イ ラ感 い ずれ も学年聞，

男女間 で 差 が な く ， 発 達や 男女別 に 関係 な くみ られ る こ

と ， 衝動的行動傾 向 とイ ラ イ ラ感の得点そ れ ぞ れ の 高低

で 4群 噸 次，HH ，　 IIL，　 LH ，　 LL と略 ｝に 分 け ， 学校生活 に

対 す る意識 と攻撃性を検討 し た と こ ろ，HH は学校適応
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が 最 も低 く攻撃性が高 く，HL は仲 間志向が最も高 く，

LH は 学校適応 が低 く友人 や仲間を排斥 し孤立 志向が高

く，
LL は学校適応 が 最 も高 く攻撃性が低 い こ と を示 し

て い る。遠山 （2D3045）は，中学校進学に伴 う自ヨ評価の

変化を縦断的 に 検討 し
， 自己 評価的意識 イ ン ペ ン ト リ

ー

項 目に 対 し主 因子法に よ る 因子分析 を行 い ，「自己否 定

感 ・劣 等感」「自己受容」 1
一
自信 ・自負心」 「自立性 」 の 4

因子 が抽出さ れ ， 小 学校で の 下位尺度 それ ぞ れ で の因子

得点を基準に 上位群 （II）， 中間群 （M ），下位群 〔L ）に 分

け ， 入学直後 時 に 全 て の 自己評価の 因子に お い て H 群 は

低下 し L群 は上 昇す る こ と ， 入 学直後時 と 3 か 月後 に お

い て H 群 と L群 との 得点の差 は継続す る こ と を見 出し ，

さ ら に学校環境の変化 へ の 認知 に つ い て の 自由記述 に 肯

定か ら否定 まで の 観 点 か ら重み づ け得点を与 え主因子法

に よる因子分 析 を行 い ，「中学生 と し て の 役割 」「学習活

動」「他者 か ら の 期待」「制約」の 4 因 子 が 析出さ れ ， 入

学直後時に 自己評価の 全 て の 因子 と役割取得と で ， 白立

性 と環境認知 とで 相 関 が あ り，自己 否定感 ・劣等感 の L

群 が役割 取得 と他 者 の 期 待 と を肯定的 に 受 け と め
， 自

信 ・自負心 の H 群が 役割取得 と制約 とを肯定的 に 受 け と

め ， 自立性の H 群は役割取得 と他者 か ら の 期待を 肯定的

に 受け と め て お り， 児童 は中学校 に 入学 し た と き 自分の

考え て い る 中学生 として の 役割 に 照 ら し合わ せ て 自己 を

評価す る と考え て い る 。

　 セ ッ シ ョ ン 5 （自我 ・自己 ）は ，
セ ッ シ ョ ン 3 と同様ボ ス

ター発表で あ り， 掲示時間 か ら前半 と後半に別れ ， 内容

的に前半 は自我 同
一

性 や愛着 ・内的作業 モ デル に 関す る

もの で あ り，後半は 内容 を特定化 で き な い 幅広 い 研究が

配 さ れ て い る 。

　 水野 （5PCOI ） は，社会性確立 と 自我確立 との 2面 の 組

み 合 わ せ か ら，社会型 ， 自我型 ， 成熟型 ， 未熟 型 に 分 け，

交流分析 の 自我状態 と透過性調整力 と の 関連 を検討し ，

社会型 は NP ，
　 A

，
　FC ．　AC が 高 く，人 に 積極的 に働 きか

け協調的，社交 的 に ふ る ま う傾向があ る が ， 周囲 に 左右

されや す く， 自我型は AC が低 く， 人 と 協調的 に 行動 す

る面が弱 い が ， 自己 コ ン トロ
ー

ル す る力が 高 く， 成熟型

は CP ，
　 NP

，
　 A

，
　 FC ，透過性調整力が 最 も高 く，自分 を

コ ン トロ
ー

ル し て対人関係 を営ん で お り， 未 熟型 は CP ，

NP ，　FC ， 透過性調整力が最 も低 く，十分 に 自分 を 発揮 し

て い な い と して い る。谷 （5pce2 ） は ， 自我同
一
牲 と対人

恐怖的心牲 と の 関係 を検 討 し ， 共分散構造 分析 に よ っ て

日本 に お け る ア イ デ ン テ ィ テ ィ 危機 の モ デ ル を構築す る

こ と を 目的に ， 「個
一

関係 」葛藤尺度 ，Rasmussen の 自我

同
一

性尺度の 第 II，　 V ，　 VIの下位尺度 ， 対人恐怖心性尺

度 を実施 し
， 自律 性 は ア イ デ ン テ ィ テ ィ 危機 と対人 恐怖

的心性 に影響を与え ， ア イデ ン テ ィ テ ィ 危機 は対人恐怖

的心性に影響を与 え る と考え て共分散構造分析 を行 い ，

当 て は ま りの 良さ は GF 玉が ．917，
　 AGFI が ．824と な り，

適合性の 高い モ デ ル を得て い る 。 住友 （SPCO．9） は ， 重要

な他者 と の相互作用 と し て 愛着 と
， 主体側 の 要因 と し て

の 達成動機 を取 りあげ ，
こ れ ら と自己 受容 と の関連を検

討 し ， 愛着の対象得点 と自己充実的達成動機 ， 競争的達

成動機の 因子得点 と を要因 と す る 因子 分析 を行 い
， 自己

受容の精神領域 で の 自己受 容に お い て男子 は 自己充実的

達成動機が 高い ほ ど，女子 は 恋人 と親友 へ の愛着の 高 い

ほ ど 自己受容的で あ り ， 母親へ の 愛着 と競争 的達成動機

とに 交互 作用 が 認 め ら れ ， 男子 で は自分自身 を深め た い

と い う気持 ち が ， 女子 で は親密な関わ りの認識に支 えら

れ る こ と が 自己受容 に 重要な意味 を持 つ と考 察 し て い る 。

吉 田・安藤 （5PCO4） は ， 内的作業モ デル （IWM ） と母親や

友人 と の 関係認知 ， 自己 受容 と の 関連を パ ス 解析を用 い

て検討 し ， 3群 い ずれ と も ， 母 か ら の 自己受容 か ら与 え

られ る 影響 と友人 か ら の 自己受容 か ら与 え られ る影響 は

それ ぞれ 自己受容 と有意な正 の偏相関 で あ り ， 群別に ，

安定群 で は ， IWM が 母 か ら の 受容感 に 与 え る 影響 は弱

く， IWM が友人か らの 受容感に与 え る影響 は有意 な正

の 偏相 関 で あ り，IWM か ら与え られ る 影響 は有意な 正

の 偏相 関 で あ り， ア ン ビ バ レ ン ト群で は，IWM が 母 か ら

の 受容感 に 与 え る 影響 と 【WM が友人 か ら の 受容感に 与

え る 影響 とはそれぞれ有意な負の 偏相関で あ り，
IWM

か ら与えられ る影響 は有意な負の高 い 偏 相 関 で あ り，回

避群 で は ， IWM が 母か らの 受容感 に 与 え る影響 は な く，

IWM が 友人 か ら の 受容感 に 与え る影響は有意 な負 の 偏

相関で あ り，IWM か ら与 え ら れ る影響は 有意 な正 の 相

関 で あ る こ と を 見出 し て い る。自己受容 に 及 ぼ す IWM

か ら の直接的な影響は ， 安定群 と 回避群 とが 正 の 偏相関

で あ る が ， ア ン ビ バ レ ン ト群 は負の 偏相関で あ る こ とを

示 して お り，対照 をな して い る 。 久保 （5pce5）は
，
　 IWM

の 個人差と対人情報処理 タ イ プ との 関連 を検討す る た め ，

自由記述 に よ る 親 子 状 況 ピ ク チ ャ
ー

尺 度 を 開 発 し

　（PARS ）， 「語 り方 1 を基 準 に A （と ら わ れ 型 〉，　 B 徊 避

型 ｝， C 伯 己 体験 型），
　 D （情 緒希 薄型 ）に 分類 を行 い

， 男性

は B 群が ，女性 は C 群が多 く ， 母 A 群 は C 群 よ り母 との

場面を否定的に ， 父 B 群 は C群 よ り父 と の場面 を否定的

に 捉 え て お り， 親子関係 に つ い て の 語 り口 か らい くつ か

の タイ プ に 分類が 可能で ある こ と を見出 し て い る。こ の

発表 は ， 残念なが ら，
IWM の 代表的な 顕型 で あ る 3群

　（A ［ns “
’
orLh 　eta ］） と語 り口 と の関連が 報告さ れ て い な い 。

　 杉浦 （5pc  6） は，セ ル フ モ ニ タ リン グ の 中 に 自己提示

を管理 で き る と い う認識 （演 技 能力 ） と他 者へ の 関心 ・依

存 （他 者 志向） の 2側 面 が 含 ま れ て お り，こ れ ら 2 つ の 変

数 の組合わ せ と他 の 心理学的変数と の 関連を検討 し ， 演
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技能力 と他者志向の それぞれ の得点の 中央値 を基準 に高

低 の 4群 に分 け，自匚ヨ評価 と社会不安 との 関連を検討 し，

演技 H 一
他者 H や演技 H 一

他者 L は演技 L 一他者 H や演

技 L 一
他者 L と比較 し て 自己評価が 高 く社会 不安が 低 く，

他者志 向 の 高低 を問わ ず， 演技能力 の 高低 に よ る影響が

強 い こ と を見出 し て い る 。 三 杁 （5PCO7） は ， ラ イ フ ス タ

イ ル と し て有職 女性 ， 専業主婦の他 に農業従事者を加 え，

30代か ら50代 ま で の 女性 を対 象 に相互依存的 ・独立 的自

己理解の 自己意識と 同
一

性 の 在 り方 と の関連 を検討 し，

全体 と し て40代 に 独 立 的 な 自己理解 が 主 と な り ， 50代 に

か けて 相 互依存 的 自己理解 も高ま っ て い くこ と， ラ イ フ

ス タ イ ル と し て 農業従事者 は相互 依存的自己 理解 が 他の

2群 よ り高 く， 相互 依存 的 自己理解 ， 独立的自己 理解，

同一性 と の 可能 な 2 つ の 組 合 わ せ に よ る相関は ほ ぼ 同様

の値を示 して い る の に対 し， 有職女性 は独立 的 自己理解

と同
一

性 との 相関が 高い こ とか ら ， 農 業従事者 の 関係性

を重視 した対人 関係の在 り方 が 反映 さ れ た も の と考 えて

い る。 こ の 発表 は ， 農業従事者を中心 に 捉 え て有職形態，

年代 と の組み合 わ せ に よ る ラ イ フ ス タ イ ル の 数量的 な検

討 を加 えた初め て の 研究 と考 え られ る 。 今後， こ の よ う

な研究が対象を広げて，ライ フ ス タ イ ル を反映す る鋭敏

な指標 を加えて 加速 して い くの で は な い だ ろ うか 。 岩田

（5PCO8 ） は，未来 の 出来事に対す る時間的距離感 が その

出来事 に 対す る重要性に 影響 さ れ る こ とか ら，時間的展

望 の 距離感と重 要性 を取 りあげ ， 制御 の所在性 （しC〕と の

関連を検 討 し，距離感 の 項 日 の 囚子分析 を行 い
， 「社会・

経済的成功と他人 か らの尊敬」「社会人 と し て の 自立」「家

庭の 充 実」「身体的衰え と 死．1の 4 因 子 を ， 重 要性 の 項 目

の 因子分析 を行 い
， 「社会 ・経済的成功」「家庭 の充実」

「精神 ・経済的依存」「身体的衰 え 」 の 4 因子 をそ れ ぞ れ

析出し ， 距離感 と重要性 とが ほ ぼ同じ ま と ま りを持 つ と

認識 され て お り ， 未来の 出来事 が そ れ に 対 す る 認識 よ り

そ の 出来事 の 持 つ 特徴 に よ っ て ま と ま りをなす と考 え て

い る 。 さ ら に ，被験者 を LC の得点を 基準 に 高・低群 に 分

け ， 距離感 と重要性 の 各因子得点そ れ ぞ れ に お い て t検
定を行 い ，距離感の第 2 ， 4 因子 に お い て 高群が 低群 よ

り高 く，高群が低群 に比較 し て 現在 の 広 が りと人生 の長

さ を時閲展望し て い る と考 え て い る 。 こ の 発表 は
， 時間

的展 望 に 関す る最近 の 研究 の 動 向を反映 し て い る の が 特

徴で あるが ，行 うべ き統計的検定を行 っ て い な い こ と ，

用 い た統計的検定 の 方法 が 誤 っ て い る こ と （α の 誤 りを

す る確率）な ど惜 し ま れ る 点 が 認 め ら れ る 。

　 セ ッ シ ョ ン 6 （大 学生 の 人格特性1の 発 表 は次 の と お Pで

ある。

　菅野他 〔2A2122 ）は， 神経質傾向と人間の 攻撃性 との 関
　 　 　 　

連 の詳細な検討の 前提 と して 神経質傾向の 因子分析的検

討を行 い ，抽出された因子 と因子分析す る前に構造化 の

際に 設定 され た次元 は ， 「被暗示性 と敏感性 jは表出性の

否定的面 と，「強 迫性 と敏感性」は肯定的面 と関連が あ っ

た が
， 「内省性 と敏感性」は次元 が分化 して い ず，こ の 囚

子 に 負荷 して い る項目 の 負荷量 が 負の 方向を 示 すた め 内

容的 に 「反 内省的と敏感性」 を表わ す として お り，敏感

性が い ずれ の因子 に も属す る こ とか ら こ れ が神経質傾向

の 基底 に ある動因 と考え て お D，結論 として神経質傾向

は 敏感性を基底因 と し ， 強迫性 ， 被暗示性 ， 反 内省性を

動因 とす る心的傾向で ある として い る。佐々 木 （2A2123）

は ，「見捨 て ら れ 抑う つ 」が 対 人関係 に お い て活性化 され

や す い こ とか ら， 対人関係の 中で 体験 して い る 「自己 の

存在感そ の も の の 喪失感 」を捉 え る 「見捨 て られ抑うつ 」

尺度 の作成を 試み ， 筆者 自ら作成 の 「見捨て られ抑 うつ 1
の 項 目に 新 た に 項 目 を付加 し て 因子 分析を行 い ，第 2 因

子 に 既成 の 項 目が多数含 ま れ て い た こ とか ら新た に 「見

捨 て られ抑う つ 」尺 度 （ADS ） と し ， 再度 ADS に 因子分

析 を行 い
， 「孤立無援 ・見捨 て られ感」「自己不信 ・無力

感」「対人不信 ・無力感」 の 3 因子 を抽出し ， これ らの 尺

度が 「自我同
一

性障害に よ る 見捨て られ感」 に 近 い と考

えて い る 。 原田 （2A2124）は ， 非合理 志向 と 政治的態度 と

の 関連 を検討し ， 筆者 自ら作成 の 非合理志向尺度 と政治

的態度尺度そ れ ぞ れ を大学 生 に 実施 し ， 非合理 志向得点

と政治的態度の 復古 主義と の有意な相 関以外 は特 に 体系

的な関係が 認め ら れな い こ と ， 男女 の 問 で 非合理志 向得

点 と政治的態度 と の 結 び っ きが異 な り．女性 の 方が 非合

理志向の 傾向が 強 い ほ ど復古主義 や国家主義な どの 保守

的政治態度 と相関す る こ とを認 め て お り， 全体 として非

合理志向 と政治的態度 と の 問 に 因果 関係の 存在 を想定 さ

せ るような つ なが りが 見出さ れ なか っ た と結論し て い る。

佐藤 〔2A2125）は，10〜16年前に 作成 さ れ た と同じ性役割

に 関す る調査項 目を用 い て ， 女性 自身の 態度 と 女性 か ら

見た親 の 態度 と の 2 つ の 観点か ら 回 答 を 求 め ，親 の 考 え

で抽出され た 「伝統的結婚観」「伝統 的性役割観」「家庭

第
一一

主義」 「自己形成」 「自律性尊重 j の 5 因子 を中心に ，

そ の 異同を検討 し て い る。「伝統的結婚観」は親が 娘 よ り

固持 して い る こ と， 「伝統的性役割観」は
一

部 の 項 目 を 除

き親 も娘 も否定的 で あ る こ と ， 「家庭第
一

主義」は娘が親

よ りも否定的で ある項 目 と ， 娘 も親 も肯定的 で あ る項 目

とに 折半さ れ る こ と ， 「自己形成 ， 自律性尊重」は娘 も親

も肯定的で あ る こ とを見出して い る。 こ の 発 表 は ， 性役

割に つ い て 女性 自身 と女性に 映る親の 態度 と を取 りあ げ

た と こ ろ に特徴がある が ，性役割観 と何 ら か の 自己意識

に 関 す る変数 と の 関連 ， 自己意識 の 得点 を基準 と し た群

間の性役割観の差 異 の検討 ， 女性自身 の 内部 に あ る性役

割観の角遂 と そ の 超克な どが性役割観 の一
層 の 理解 を促
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す の で は な い だ ろ う か 。 富重 （2A2126 ）は ， 「対 異 性行 動 の

抑制化」 とい う問題 を念頭 に 置い て ， 中 。高校生 を対象

に 異性不安 を中心 に 検討 し ， 性 と学年 と の 分散分析 に よ

り男子 の 方 は女子 よ り不 安が高 く，有意 で はな い が 高学

年 の 生徒 ほ ど得点 が 高 くな る傾 向 が あ る こ と，男女 と も

自己 の ジ ェ ン ダーに肯定的で あ り不安 と の 関連が認 め ら

れ な い こ と ， 異性 と の 交友形態は異性の 友人が い な い 群

が他 の群よ り不安の高 い こ と， 学校生活 が充実 して い な

い と感 じる群が 感 じて い ない 群 よ り不安 の 高 い こ と
， 人

間関係や身体 に 悩み を感 じ て い る群は そ うで な い 群 よ り

不 安の高 い こ と な ど を認め ， 従来の性 に関し て 生徒の異

性関係は抑制す べ き もの と した指 導 ・教 育 に 疑問 を投 げ

か け て い る 。 吉 田他 （2A21Z7）は
，

ア パ シ
ーと 自己 愛 と の

関連の詳細な検討の 前提 と し て，ア パ シ ーの因子構造 を

検 討 し，第 1因子 に 関 わ りの対象と し て 自己 に関す る全

部 の 項目が含 ま れ ， 因子 負荷量 と項 目内容 を考慮 し て

「合理化を伴 っ た補償」 と命名 し，第 2 因子 に 関 わ りの

対象 と し て 他者 に 関す る 全部 の 項目が 含ま れ，関わ り に

方向と して 両 因子 と も 「回避」 と 「対峙」の両側面を含

ん で お り ， 項 目内容 を考慮 して 「隔離 を伴 っ た拒 絶 1 と

命名 し， 先行研 究 が 指摘 し て い る 特徴 と を 勘 考 し て 内容

的 妥当性 が ある と考 えて い る。丸山ftg　（2A2128）は，自己

愛 の い か な る側 面が ア パ シ ーと関連す る の か 検討す る こ

とを前提 に ， 自己愛 の 心 的構造 を検討 す るた め ，

一
方 で

Kohut の 理論 に 基 づ き 自己 愛 の 構造化 を行 い
， こ の構造

化 に 従 っ て項 目 を新た に作成 し，他方で Raskin＆ Hall

が作成し た NPI （Narcissitic　Personality　Invent。 ry ） を翻訳

した項 目を用 い て 質 問項 目を作成 し ， こ の 作成さ れ た質

問項 目 に 因子分析 を行 い ，「誇大感・理 想 化 を伴 っ た 自己

一
自己対象関係」「愛他性を伴 っ た 自己

一
自己対象関係」

「自尊感情を伴 っ た 自己
．一．

自己対象 関係 1の 3 因子 を抽 出

して い る。彼 ら は，現代青年の 示す 自己 愛が 第 1 に，自

分 に 対す る誇大 な感覚を持ち ， 他者に 対 して 自己 の都合

に よ P 理想化 を求 め る と い うように ， 自我が肥大化 して

お り， 第 2 に
， 自我 が 肥大化 し未熟 で あ る る た め ，自己

愛 の 傷 つ き を恐れ て 現実 に 直面で き な い と推量 し て い る 。

2，．学会誌 に み るパ ー
ソ ナ リテ ィ 研 究の 動向

一
教育 心理 学研 究 を中心 と し て

一

　 1995年度 7 月か ら1996年度 6 月ま で の学会誌に 掲載さ

れ た 論文 を中心 と して 人格関係 の 研 究を概観 し た と こ ろ ，

尺度構成 に 関す る研 究，幼児期 ・児童期の 人格形成に関

連 し た 研究 ，青年期 に 関連 し た も の ， 成人 期 以 降の 問題 ，

お よ び そ の 他に分類 す る こ とが で きる 。 そ こ で ，
こ こ で

は こ の 分類 に し た が っ て 人格研 究の 動 向に つ い て み る こ

と に す る 。

（1） 尺 度 構成 に 関 す る研 究

　土肥 （1996＞は，従来 の 性 役割獲得 の 過程 を説明 す る発

達 的同
一視理論や 社 会的学習 理 論，認知 発達理 論 に 加 え

て，近年提唱 さ れ る よ う に な っ た ， 男性的 ・女性的 と い

う ジ ェ ン ダーに 基 づ い た対象の 認知 ， 情報処 理 を 方向 づ

け る ジ ェ ン ダー ・ス キ ーマ 理論に着 目し ，
こ の 理論が 両

牲具有性 を形成す る に 至 る 説明 に 飽 きた らず 3 つ の 問題

点 を挙 げ， 同性的
・
異性 的 と して 認知 さ れ る性格特性の

両方 を 自己概念 に 取 り込 も う とす る 自我の働 き を想定 し ，

ジ ェ ン ダー ・ア イ デ ン テ ィ テ ィ を概 念化 し て い る。彼女

は ， ジ ェ ン ダー・ア イ デ ン テ K テ ィ の 3 つ の 下位概念 「自

己 の 性 受容 」1父母 と の ft−一一・化 1 「異 姓 と の 親密性」 を仮

定 し，ジ ェ ン ダー ・ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 測定 す る 青年 後

期か ら成人初期向けの 尺度を作成 し て い る。「自己 の性受

容］「父母 と の 同
一

化 」「異性 と の 親 密性」 の それ ぞ れ を

表現 した，男性用 56項 目，女性 用57項目を用意 し ， 探索

的 に 因 子 分析を 行 い ，第 1 因 子 は 異 性と の親 密性に ， 第

2 因子 は性の 受容 に ， 第 3 因 子 は ジ ェ ン ダーモ デ ル と し

て の 父母の 同
一

化 に関す る項目に それ ぞ れ 高 く負荷 し
，

3 つ の 下位概念 と の 対応が 見 ら れ ， 第 3因子 ま で に高 く

負荷 し た項 目で 3 つ の 下位尺度の候補 と し ， 内的整合性

を高め る よ う項 目の 入 れ 換え を行 い
， 男女 それぞれ 10項

目ず つ の 下位尺度 を作成 し て い る 。土肥 は
， 共分散構造

分析 に よ リジ ェ ン ダー ・ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 最適な モ デ

ル を構築 す る た め ， ナ ル モ デル
， 単

一
因子 モ デル

， 3 因

子相 関モ デル の 比 較検討 を行 い
， κ

2
値 の 差 の ガ検 定 や

GFI
，
　 AGFI

，
　AIC な ど の 指標 の 比較 の 比較 に よ り，男女

と も ， 3 因子相関 モ デル が 単
一

因子 モ デ ル よ り， 単
一

因

子 モ デ ル が ナ ル モ デル よ り全体的 な 評価 が高 い こ と を見

出 して い る。

　 成 田 （1995〕 は，自己 効 力感が 具体的な 個々 の 課題 や 状

況 に依存 し て特異的に行動に 影響 を 及 ぼ す も の と長 期的

に
一

般 化 し た 日 常場 面 に お け る行 動 に 影響 を与 え る も の

とに 大別 され，後 者 の 自己効力感 をある種 の 人格特性的

な 認知傾 向と み な し ， 特性的自己 効力感 （Genera］ized　Self−

Effi⊂acy ） と呼ん で い る 。 彼 ら は ， 生涯発達的な視点 に 立

ち，幅 広 い 年齢 層 で 使 用可能性 を考慮 して ，特性的自己

効力感 を測定す る 尺度 を Sherer　et　ai の SE 尺度 に準拠

し て作成 し て い る 。 成田他 は ， 13歳か ら92歳 ま で の男女

1641名を対象 に ， SE 尺度 を翻訳 し て 5 件 法 で 回答 を求

め て い る 。併せ て ，妥当性 を検討す る た め ，抑 うつ 牲尺

度 CES −D ， 自尊心尺度 （R 。senberg ）， 性役割尺度 BSRI ，

主 観的健康感尺 度を 実施 し て い る 。 SE 尺 度の 得 点分 は ，

男女 それ ぞれ ， 正規性 ， 歪度 ， 尖度 な ど の 指標 か ら正規

分布 と 見 な せ る も の で あ り，SE 尺 度 の 因子構造 を検討

す る た め 主因 子 法 に よ る因子 分析 を行 い
， 男女別 ， 各 年
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齢群別 ， 全体 い ず れ と も第 1因子 の 固有値 が 第 2 因子以

下 に 比 べ て非常に高 く， 性や年齢に よ らず安定し た 1 因

子構造 で あ る こ と が 示 さ れ た 。 SE 尺度の信頼性は性 ， 年

齢 に 関わ らず い ずれ の 場合 も α 係数 が ．8Q以 上 で あ り ，

満足 す べ き内的
一

貫性 が 得 られ
，

2 週間間隔 で の再検査

信頼性は ， ．73 と や や低 い 値が 得 ら れ た。SE 尺 度 の 構 成

概念的妥当性は他の パ ーソ ナ リ テ ィ 尺度 と の相関分析で

行 われ，CES −D との 相関が男女 別 ， 各年齢群別で ほ ぼ 同

様の 一．25〜一．37の 中程度 の 負 の 相関を示 し， 自尊心尺

度 と の相関が男女別，各年齢群別 で ほ ぼ 同様 の ．44〜．63

の 相対的 に 高 い 正 の相関を示 し ， 牲役割尺度の男性性尺

度得点 と の 相関 が 男女別 ，

一
部の 年齢層を除 く各年齢群

別で ほ ぼ 同様の ．31〜．49 の 中程度 の 正 の 栢関を示 し ， 主

観的健康感尺度 と の 相関が 男女別，各年齢群別 で ほ ぼ ．20

前後 と弱 い 相関が 示 さ れ ，
い ずれ の パ ーソ ナ リ テ ィ 尺度

に お い て も予測 された方向 の相関が見出さ れ ， 構成概念

的妥当性は性 ・年齢群 に 関 わ りな く支持 さ れ て い る 。

  　発達段階別 の 人格 に関す る研究

　笠井 （1995） は ， 無気力状態が高校生や 中学 生，さ らに

は 小学生 まで ，広 い 年齢 層 に 及ぶ こ とが指摘 さ れ て い る

こ とか ら ，

一一般 的な 児童 ・生 徒 の 気 力感 の 容 態 と
， そ の

関連 要因や具体的な問題 行動と の関連 を検討 し，調査 1

に お い て 小 ・中学生 の 日常生活の無気力感 を測定す る項

目を ，   授業 ・学習態度，テス ト有能感，  生活 の リズ

ム ・疲労 ，   生活 （人生 ） の 目標 ・将来の 見通 し，  達成

感 ・動機 づ け・自己効 力感 ，   社会 的場面で の非能動性 ・

ひ き こ も りな ど 5 っ の 観点 か ら収集 し， 小学 5 ， 6 年生 ，

中学 2 年生を対象に実施 し ， 主因子法 とバ リマ ッ ク ス 回

転 に よ る 因子 分析を行 い
， 中学 生 で は，項 目作成時 の 観

点 と解釈 可能性 とを考慮 して 5 因子 を抽出し，固有値の

大 き さ か ら順 に 因子 は
， 「意欲滅退 ・身体不全感 1「充実

感 ・将来の 展望の欠如」 「消極的友人関係」「無力感 ・あ

き ら め 」「積 極的学習態度の 欠如」と命名さ れ ，下位 カ テ

ゴ リ
ーご との α 係数 に よ る信頼性係 数 は ．76〜．56で あ

り ， ま ず まずの 信頼性 で あ り，小学生 で は
， 中学生 と 同

様の 基準で ， 「充実感 ・将来 の 展望 の 欠如．」「学習不適応

感」「身体不全感 」「社会 的場面 で の 非活 動牲 ・ひ き こ も

り」F非活動性・無力感 」 と命名 され，下位 カ テ ゴ リーご

と の α 係数に よ る信頼性係数 は ．71〜．58で あ り， まず ま

ず の信頼性で あ っ た 。 調査 IIに お い て 無気力感 と 日常生

活 の 諸側面 との 関連を検 討 し，調査 1で 得 られ た結果 を

基 に ， 困子 ご と に 因子負荷量 の 大 きなもの か ら， 内容 ，

表 現 を考慮 し て 下位カ テ ゴ リーご と に 4項 目ず つ を選 び

無気力感尺度 とし， さ らに E 常生活 に つ い て質問項 日 を

設け，小学 5 ， 6年生と中学 1 ， 2 年生 に 実施 し ， 中学

生 で は ， 下位カ テ ゴ ワーの 中 で 「意欲減退 ・身体不全感 」

の 得点 が 最 も高 く， 次い で 「積極的学習態度 の 欠如」 で

あ り， 最 も得 点 の 低 い の が 「消極的友人関係」 で あ り，

性差 に つ い て は女子が 「充実感 ・将来の 展望の欠如」 を

強 く感 じ，男子 が 「積極 的学習態度 の 欠如」「消極的友人

関係」を強 く感 じ て い る。下位 カ テ ゴ リ
ー

間 の 関連 は 全

て の カテ ゴ リー間 に 有意な 正 の 相関が 見 ら れ，無力感 を

感 じて い る生徒 は特定の領域 に無力感 を感 じ て い る とい

う よ り，日常生活全般 に 無力感 を感 じ て い る こ と を 反映

し て い る 。 日常生活 と の 関連 は ， 全般 的に そ れ ほ ど強 い

関連 で はな い が ， 「積極的学習態度 の 欠如」と 学業成績 と

正 の ，学 習時 間 の 負の ， 「無力感・あ き ら め 」と学業成績

と正 の 中程度 の 相関 が あ り， 仲良 しグ ル ープ の有無に つ

い て 「な い 」 と 回答 した生徒 は 「意欲減退 ・身体不全感」

を除 く全 て の下位 カ テ ゴ リー
で 得点が 高 く，親友 の 有無

に つ い て 「な い 」と 回答し た 生徒 は 「積極的学習態度 j
を除 く全 て の 下位 カ テ ゴ リ

ー
で得点 が 高 く， グ ル ープ や

親友 と い っ た充実した友人関係 を持 て な い 生徒 は無気力

感 が 高 い こ とを示 して い る。小学生 で は，ド位 カ テ ゴ リー

の 中 で 「学習不適応感」の得点が 高 く，最 も得 点 の 低 い

の が 「身体的不全感」 と 「消極的友人 関係 」で あ り，性

差に つ い て は女子 が 「学習不適応感 」「充実感・将来の展

望 の 欠如」 を強 く感 じ ， 男子 が 「消極的友人関係」，「非

能動性 ・無力感」を強 く感 じて い る 。 下位カ テ ゴ リ
ー

間

の 関連は全般的 に あ ま り相関 が 認 め られ て い な い が ， 「消

極的友人関係」 と 「学習不適応感」 や 「充実感 ・将来の

展望 の 欠如」 との 間 に弱 い 相関が認め られ て い る。日常

生活 との 関連 は，全般的 に それ ほ ど強 い 関連で は な い が ，

「学習不 適応感」「充実感・将来 の 展望 の 欠如」 「消極的友

人関係」は 全 て の変数 と有意な 相関が 認 め られ，得意 な ，

好 きな教科 が 少 な く， 不得意な ， 嫌 い な教科が 多 く，通

塾し て い る 児童 ・習 い 事 を して い る児童 は そ うで な い 児

童 よ り 「学習不適応感」や 「消極的友人関係」 をあ ま り

感 じ て い な い 。本研 究で 作成 さ れ た 無気力感 を測定 する

項目は，下位カ テ ゴ リ
ー

間 で の 項 目移動や重構造を もつ

項 目， 儒頼性の 不 安定な因子 ，項 目数 の 少 な い 因子 な ど

があ り， 妥当性 ・信頼性が十分と は 言 えず，項 目を精選

す る必 要 が あ る と 考 え ら れ る 。

　天 貝 （］995）は，Erikson が 指摘 す るように ， 自我同
一一

性の 獲得に信頼感が 重 要な役割 を果 たす が ，信頼感 を実

証的 に 取 りあげた研究は 少 な い と し ， 信頼感を実証 的に

捉 え た 1 入 で あ る Rotterが 信頼感 を単
一一

次元 で 構成さ

れ て い る と仮定 し て い る もの の ，こ れ に 矛盾 す る複数 の

次元 を示唆 す る 知見に発意を得 ， 新た に 多次元的 に 信頼

感を測定 する尺度 を作成 し， 高校生 に お け る 自我同
一

性

の 獲得 と信頼感 と の 関連を 検討 し て い る 。 研究 1 に お い

て信頼感尺度の作成を 目的に，信頼感尺度項 目 は， 先行
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研究 の 知見 や 信頼に つ い て の 哲学 的考察 を基に作成 さ れ

た項 目， 先行研究で 開発さ れた尺 度項 目 の他に ， 信頼感

場面 に っ い て の 自由記述 を基 に 作 成さ れ た項 目な どか ら

収集 され，内容的妥当性の検討 の 結果 ， 41項 目が残 さ れ

た。信頼感の 尺度 は ， 高校生を対象に 実施 され ，
バ リマ ッ

ク ス 回転に よ る 因子分 析 が 行わ れ ， 「自己信頼 」 1他 者信

頼」「不信」「基本 的信頼」の 4因子 が析出 され た が ， α 解

お よび主因子法 に よ る因子分析 を行 っ た 場合 ， 自己信頼 ，

他者信頼，不信 の 3 因子が安定 し て い た が ， 基本的信頼

の 因子 は不安定で あ っ たため，今回 の 研究で は 除外 さ れ ，

最終的に 24項 目が 残 さ れ た 。こ れ ら の 項 目を，再 び高校

生 を対象 に 実施 され ， 主成分分析を 行 い 3 因 子 が 抽出 さ

れ，項目選定 の 際 に仮定 され た 「不信」「自己信頼」「他

者信頼」 に対応 し て お り，信頼性を検討す る た め ，
α 係

数 ， 折半法 に よ る信頼性係数， 2 カ 月間隔 で 再 テ ス ト法

に よ る相関 を求め た と こ ろ満足す べ き値 が 算出さ れ ， 各

因子 に つ い て a 係数 を求 め た と こ ろ，い ずれ の 因子 に お

い て も高 い 値が得 られ ， 尺度 全体に お い て も， 尺度内の

各因 子 に お い て も十分 な整合性が 得 られ て い る、研究 2

に お い て 信頼感 と 自我同
一

性 と の関連 が 検 討 さ れ ， 高校

生 を対象 に ，信頼感尺度 ， 自我 同
・一牲地位判別尺度を実

施 し，信頼感各下位尺度 と同
一

性地位を構成す る 「現在

の 自己 投 入 」「危機 」「未来 の 自己投入 の 希求」 の 3変数

それぞれ との 相関を調 べ る た め ，
3変数 の 得点 を 目的変

数 ，信頼感各下位尺度得点 を説明変数 と す る 重回帰分析

を行 い
， 自己信頼 と他者信頼 は 「現在の 自己投人 」「未来

の 自己投入 の 希求 亅を予測 し中程度 の 説明率が あ るが ，

不信 と他者信頼 は 「危機」を予測 し て い る も の の説明 率

は低 い 。同
一

性地位 の 6類型 か ら 「同
一

性達成」「積極 的

モ ラ ト リ ア ム 」「権威受 容」「拡散」の 4 地位 を取 b あ げ，

同
一

性 地位 と性 を 2要因 とす る 分散分析 を行 い ，信頼感

全体 で は地位差 と性差が ， 不信は 地位差 が ， 自己 信頼は

地位差 と性差が ， 他者信 頼は地位差 と性差が有意 で あ P，

同
一

性拡散地位 は最 も不信 が 高 く， 自己信頼 ， 他者信頼

が 最 も低 く，積極的 モ ラ ト リア ム 地位は 男子 で 自己信頼 ，

他者信頼が 最も高 く ， 女子 で 不信 が 最 も低 い こ と が 見出

さ れ て い る。天貝 は，発達課題の 完成型 で あ る達成地位

に お い て 信頼 お よ び不 信が最 も高 い あ るい は 最 も低 い 得

点 を示す結果 に な らなか っ た こ と に つ い て ， 信頼感 と不

信感の 絶対的な量 で は な く，む し ろ質や 信頼 ・不信 の バ

ラ ン ス が重 要 で あ る と考え て い る 。
こ の 研究 は，高校生

の 自我 同
一

性 と 信頼感 と の 関連 を検討 し た も の で あ る が ，

先行研究 で は高校生 の 自我 同
一

性 地位が 傾向と し て権威

受容 と同
一

性拡散 と に 大 別 さ れ る と い う知見 を，ど の 程

度 考慮 に 入 れ て 検討 し た も の で あ る の か 読 ん で い て 伝

わ っ て こ な い が ， 積極的モ ラ ト リア ム や 同
一
性達成に 向

けて始動 し始め る時期の大学生 に 行 っ た な ら ば ， ま た 別

の 結果 が 得 ら れ た の で はな い か と考 え ら れ る 。

　岡田 （1995）は ， 現代青年 の 友 人 関係の特徴が青年自身

の 自己概念とどの ような関連が ある か を ， 自己意識 と理

想自己像 ・現実自 己像 との 関連か ら検討し ， 同
一

の 被 調

査者に第 1次調査 と し て，友人関係尺度 ， 自尊感情尺 度 ，

自己意識 尺度を実施 し ， 8 ケ月後に 第 2 次調査 と し て ，

SD 尺度形容詞対中学生用 か ら11の 形容詞対 を 選定 し，

自他認知 の肯定的側面 と否定的側面 と を別個 に調査す る

た め ， 片側 だ け を提示す る 単極尺度 に 改め ， 理想 自己 像 ，

負の 理想 自己像，現実自己像 ， 同性 の 親友｛象に つ い て 評

定 を求 め て い る 。 友人関係 尺度 の 因子構造を確認 す る た

め，主因子法 とバ リマ ッ クス 回転 に よ る因子分析 を行 い ，

「気遣 い 」「ふ れ あ い 回避」「群れ 」の 3因子 を析 出 し ， 友

人関係 尺度各因子 の 合成得点を変量 と した ウ オ ー ド法に

よ る ク ラ ス タ
ー分析 を行 い

， 3 つ の クラ ス タ
ーに収斂 し

た と こ ろ で ， ク ラ ス タ ー間の 各因 子得点の 比較を行 い 得

点 の 高低か ら ， 第 ／ ク ラ ス タ ーを「群れ関係 群」，第 2 ク

ラ ス タ ーを 「気遣 い 関係群」， 第 3 ク ラ ス タ
ー

を 「関係回

避群 」 と命名し，因子 得点を基 に 回答者 の ク ラ ス タ ー分

類 を行 い ， ま た 自他認知項 目の 因子構造を確認す る た め
，

主因 子 法 に よ る 因子分 析を行 い ，肯定項 目 ・否定項 目 そ

れ ぞれ 2 因 子ず つ ，肯定 の 「静的」「動 的 1 の 2 因 子 が ，

否定 の 「静的」「動的」の 2 因子 が抽出さ れ て い る 。 群問

で の 自尊感情得点 ， 自意識 尺度得点の比較を 1 要因の 分

散分析で 行 い ，私的 自意識に お い て の み 群間 の 差 異 が 認

め られ ， 群れ関係群 が 他の 2群 よ り得 点 が 低 い こ とが 見

出 して い る。群間で の 理想 自己像，現 実自己像 ， 親友像

そ れ ぞ れ の得点の 比 較を 1要 因 の分散分析で 行 い
， 肯定

項目 ・否定項 目 と も現実自己像の み群間の 差異 が 認め ら

れ ， 肯定
一

静的，否定一静的で は群れ関係群 が他の 2群

よ り低 く，肯定
一

動的 ， 否定
一一

動的で は群れ 関係群が他

の 2 群よ り高 く， 群 ごとに 理想自己橡 ， 現実 自己像 ， 親

友像間の 比較 を 1 要困 の 分散分析で 行 い
， 肯 定

一静的因

子 で は ，
い ずれ の 群 に お い て も理想 自己 ｛象が 最 も肯定 的

で ，親友像，現実自己像 が 続 き，肯定一・動的因子 で は，

気遣 い 関係群 に お い て 理想 自己縁と親友像が 現 実 自己像

よ り 肯定 的 で ，関係回避群 に お い て 親友像 が 最も肯定的

で ， 理想 自己像 ， 現実自己像が 続 き，否定一静 的因子 で

は，い ずれ の 群 に お い て も現実 自己鱇が他の 2 つ の 群 よ

り否定 的 で あ り，否 定
一

動的因 子 で は ，
い ずれ の 群 に お

い て も現 実自己像が 最 も否定的 で あ O ，親友像 ， 理想 自

己像 が続 い て い る 。 自他認知 間 の 相 関は ， 群 れ 関係 群 に

お い て ， 肯定
一
動的 お よび否 定

一
静的因子 に 現 実 自己像

と親友像と の 問 に 中程度 の 正 の相関が
， 気遣 い 関係群 に

お い て ，否定一静的お よび否定
一

動的因子 に 現実自己像
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　と理想自己縁 と の 間 に ， 否定
一

動的因子 に現実自己 橡 と

親友像と の 問 に ，それ ぞ れ 中程度 の 正 の相関が認め られ

たが ， 関係回避群 で は 三 者間に相関が 認 め られ なか っ た 。

　 落合 ・佐藤 （1996） は，心理的離乳の 5段階過程仮説 を

提示 し，青年が ど の よ うな親 子関係 に あ る の か ，青年期

の親子関係 の あ り方を分析 し，親子 関係 の発達的変化 を

検討 し て い る。親 子関係 の項目の 収集 が行わ れ ， 項目内

容 の 類似性な ど の 観点 か ら整 理 選定 し， 5段階 それ ぞれ

を測定 す る計 86項 目 が 整理 され た 。 親子関係項 目は ， 中

学生 ， 高校生，大学生 を対象 に 実施 され ， 母親，父親別

に，主因子 法と Prolnax 解 に よ る 因子分析が 行わ れ ，
い

ずれ に お い て も 6 因子解 が最適 と さ れ （寄与 率39．26％ ）， ほ

ぼ 同じ内容 の 因 子 が 抽出 さ れた 。 母親に 対 して，因子 は

順に項 目内容 か ら 「子 が 親か ら信頼 ・承認 さ れ て い る 親

子関係 （T ＞」「親が 子 を危険か ら守る親子関係 （P ）」「親

が 子 と手を切る親子関係 〔C ：1」「親が 子 を頼 りに す る親子

関係 （R ）」「子 が 困 っ た 時 に は 親が支援す る親子関係 （S 〕」

「親が 子 を抱 え込 む親子関係 佃 ）」と命名 さ れ た。父親 に

対して は，因子 は 願 に 「子 が 親か ら信頼 ・承認 さ れ て い

る親子関係 （T ）」「親 が子 を危険か ら守る親子関係 〔P）」

「親が 子 と 手 を 切 る 親子関係 （C ）］［子 が 困 っ た時 に は親

が支援 す る親 子関 係 （S ）」「親 が 子 を抱 え込 む 親子 関係

　（H ）」「親が 子 を頼 り に す る親子関係 （R ）」 と命名 さ れ

た。こ の親子関係 の 内容 は ， 前述 の 5段階仮説 の 親 子関

係 と対応 して い た が ， 実際 に は 6 種類 ある こ と が 示 され

た 。 母子関係 か ら見 た親子関係 の 発達的変化 に つ い て ，

学校段階 ， 男女， 6 種類 の 親 子 関係 な ど の 要因 を考慮 し

た 3 要因 の 分散分析を行 い
， H は ， 学校段階の 主効果 の

み に 有意差 が認 め ら れ ， 中学生 〉 高校生 ＝ 大学生 ＝ 院生

で あ り， P は，学校段 階と性別 の 主効 果 に有意差が 認め

られ ， 女子 が男子 よ り高 く，学校段 階は中学生 〉 高校生 〉

大学 生 ＝院生 で あ り， S は，学校段階 と性別の 主効果 に

有意差が 認 め られ ， 女 子 が 男子 よ り高 く， 学校段階 は有

意差が な い が 中学生 π大学生 〉高校生で あ り， C は，学

校段階 と性別 の 主効果 に 有意差 が 認 め られ ，男子 が 女 子

よ り高 く，学校 段階は有意差 が な い が中学生 ＝高校生 〉

大学生 で あ り，T は ， 学校段 階 の 主効 果 の み に 有意差 が

認 め られ ， 院生；大学生 〉 高校生 ＝中学 生で あ り， R は，

学校段 階 と性別 の 主効果 に 有意差 が 認 め ら れ ， 女子 が 男

子 よ り高 く，学校段階は ， 院生 〉 大学生 〉 高校生 一中学

生 で あ る こ とが 示 さ れ て い る 。 父 子関係 か ら見 た ， 同様

の 発達的変化に つ い て，同 じ 3 要因の分散分 析を行 い
，

H は，学校段階 ， 性別の い ずれ の 主効 果 に も有意差 が 認

め ら れ ず ， P は，学校段階と性別 の 主効 果 に 有意差が認

め られ ， 女子 が男子 よ り高 く， 学校段 階 は
， 中学生 〉 高

校生 〉 大学生 二院生で あ り， S は ， 学校段階 ， 性別 の い

ずれ の 主効果に も有意差が認め られず，C は ， 学校段階

　と性別 の 主効果 に 有意差が認め られ，男子が女子 よ り高

　く， 学校段階 は ， 中学生 ＝高校生 〉 大学生 ＝ 院生 で あ り
，

T は，学校段 階 の 主 効 果 の み に 有意差が 認め られ ， 院生 ＝

大学生〉 高校生 ＝中学生で あ り． R は ， 学校段階の 主効

果 の み に有意差 が 認 め られ ， 院生 〉 大学生 ＝高校生 ＝中

学生 で ある こ とが 示 され て い る。母子関係 ， 父 子関係 に

関す る 因 子 得点 の 変化 の 態様は ほ ぼ 同 じ で あ り， 親子関

係の 変化 の 過程は母子 ・父子関係 い ずれ の 場合 もほ ほ伺

様 と 考 え ら れ て い る 。 本結果 で 注 目 さ れ る の は ， 「親が子

を抱 え込 む親子 関係」 と 「親が 子 と手 を切 る関係 」 と が

親子間 の 距離に 関 し て 好対照を な す が
，

こ れ らの親子関

係が 中学生 と高校生 と に 併存 して い る こ と で あ る。青年

期 の 各時期 に み られ る 母子関係 の特徴に つ い て，学校段

階別 で は い ずれ の 段 階 に お い て も 6 種類 の親子 関係 の 得

点に 有意差 が あ り，中学生 は P ＞ H ＝S＝C ＞ T ＝ R で あ

り，高校 生 は C＝P 二 H ＞ R ＝ T ＝ S で あ り，大学生 は T ＝

R ＞ S＞ C ＝・H ＞ P で あ り，院 生 は R ； T ＞ C ＝S；H ＞ P
で あ っ た 。 父子 関係 に つ い て ，学校段 階別で は い ず れ の

段階 に お い て も親子 関係 の得点 に 有意差 があ り． 中学生

は P ＞ H ＝S＝C ＝R ＞ T で あ り， 高校 生 は C ； P ； H ＞

R ＞ S ＝ T で あ り， 大学 生 は T ＞ S＝R ＞ H ；C ＞ P で あ

り， 院生 は T ＝R ＞ H ＝S＞ C ＞ P で あ っ た。母子
・
父子関

係 を含 め た親子 関係 の 特徴を ま と め る な らば ， 中学生 は

　1
．
親が 子 を危険 か ら守 る親子関係1 が他 の 親子閧係 よ り

多 く み られ ，「親 が 子 を頼 り に す る関係」「子 が親か ら信

頼 ・承認 さ れ て い る 親子関係」は あま りみ られ ず ， 高校

生 の 親子関係 は多様 で 顕著 な特徴が あ ま りみ られ ない が ，

「子 が 困 っ た ときに は親が 支援す る親子 関係」「親が 子 を

頼 りに す る関係」「子 が親か ら信頼・承 認 さ れ て い る親子

関係」は あ ま りみ られず，大学生 に な る と，「親 が子 を危

険 か ら守る 親 子 関係」 は ず っ と 減 り ， 代わ りに 「子が親

か ら信頼 ・
承認 され て い る親子関係」が多 くみ られ る よ

うに な り ， さ ら に 年齢 の 進 ん だ院生で は ， 「子 が親か ら信

頼 ・承 認 され て い る親子関係」と と も に 「親 が 子 を頼 り

に す る親子関係1 が 多 くみ られ る よ うに な っ て い る。学

校段 階を通 し て み た とき， 高校生 か ら 大学生 へ の 間に 大

き な親 子 関係 の変化期 で あ る こ と が 示 さ れ て い る 。

　落合 ・
佐藤 〔1996） は ， 青年期 の 友人 関係が ど の よ うに

変化 して い くか に つ い て 研究 し た も の は 僅少で ある こ と

か ら，青年期に み られ る友達 と の つ き あ い 方 とそ の発達

的変化を検 討 し て い る。友 達 と の つ き あ い 方 に 関す る質

問項目が 作成 され ， 35項 目が 整理収集 され ， 中学生，高

校 生，大学生 を対象に 実施 し ， 主因子 法 に よ る因子分析

として因子数 を決定 し，Promax 回転に よ る因子分析を

行 い ， 6 因 子 解 と し （寄与 率45．09％ ）
， 6因子 の 抽出順 と そ
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の 負荷量 の 高 い 項 目が男女 それ ぞれ と男女を込み に し た

結果 とが ほぼ 同じで あ っ たため ， 男女 を分 けずに 分析を

行 っ て い る 。 抽 出 さ れた因 子 は，「本音を出さ な い 自己防

衛 的な つ きあ い 方 （防衛瑚 」「誰 とで も仲良 くし て い た い

と い うつ きあ い 方 （全 方 向的）」「自分 に 自信 を持 っ て 交友

す る 自立し た っ き あ い 方 （自己 自信 ）」「自己開示 し積極的

に 相 互 理 解 し よ う とす る つ き あ い 方 〔積極 的相 互 理 解）」「み

ん な と同じ よ う に しよ うとす る つ きあ い 方 （同調｝」「み ん

な か ら好 か れ る こ と を願 っ て い る つ き あ い 方 （被愛 願望）」

で あ っ た。 こ の
一

次因子分析に よ っ て得 ら れ た 6 因子 間

の 相 関 と 因子 の 内容 を み て， 6 因 子 間の 関連 が均 等 で は

な くま と ま りが あ る と考 え られ たた め ，

一
次因子分析 で

の 因子得点をデーター行列 と した 二 次 因子分析 を 行 い ，

主因子法 に よ り 2因子数 の 決定 後，Promax 回転 を試み

て い る （寄 与率 53．3％）。抽 出さ れ た 二 次 因 子 は ， 第 1二 次

因子 が 防衛的に 正 の ，積極的相互理解や 自己 自信 に 負 の

負荷量 を示す こ と か ら「人 との か か わ り方 に 関 す る 姿勢」

と ， 第 II二 次因子 が 全方位的 や被愛願望 ， 同調 と 正 の ，

一・・
炊 因子 の つ き あ い の 範囲 を 限定 し た 項 目 と負 の 負荷量

を 示 し て い る こ と か ら 「自分 が か か わ ろ う とす る相手 の

範囲」 と解釈 して い る。友達 と の つ き あ い 方 の 発達 的変

化 を検討 す るため，学校段階 ， 性別 ， 友達 と の つ き あ い

方 と を 要 因 と し た 3 要因混合計 画 の 分散分析 が 行 い ，防

衛的は学校段階の 主効果 に 有意差 が あ り，学校 段階間 の

差は 中学生 〉 高校生 ；大学生 で あ り，全方 向的 は 学校段

階 の 主効果 に 有意差 が あ り， 学校段階間の差 は中学生 ＝

高校生 〉 大学生 で あ り，自己 自信 は 学校段 階 の 主効果 に

有意差 は 認 め られず，積極 的相 互理解 は学校段 階 の 主効

果に 有意差 が あ り ， 学校段 階問 の 差 は大学生 ＝ 高校生 〉

中学生で あ り， 同調は学校段階の 主効果 に有 意差が あ り ，

学校段階間の 差 は 中学生 〉 高校生 〉 大 学生 で あ り，被愛

願 望 は学校段階の 主効果 に 有意差 が あ り， 学校段階問 の

差 は 大学生 ＝高校 生 〉 中学生 で あ っ た 。 続 い て ，
二 次 因

子得点に つ い て も同様に 3 要 因の 分 散分析 を行 い ，第 1，

第 II二 次 因子 い ず れ に お い て も，学校段階 の 主効果 に 有

意差が あ り， 順 に 中学生 〉 高校生＝大学生 ， 中学生 ＝ 高

校生 〉 大 学 生 で あ り，中学生 か ら大 学生 へ の 年齢 が 増 す

に つ れ て の 変化は ， 「友達 との か か わ り方 の 姿勢」が 高校

生 の 間 に 防衛的 な 姿勢 か ら友達 と 積極的 に 関与 し よ う と

す る姿勢 に 変 り，「自分 が か か わ ろ うとす る相手の範囲」

が 高校生 ま で は 誰 と で も広 くつ き あ お う と考 え る が ，大

学生 に な る と限定 さ れ た狭 い 範囲 の 人 との つ きあ い に 変

化 し て い くこ と を示 し て い る。同性 の 友達 と の つ き あ い

方 の 性 別 に よ る差異 は ， 前述の
・
次因子得点へ の 分散分

析で 性別 の 主効果 に 有意差が認 め ら れ，女子 が 男子 よ り

得点が高か っ た もの は ， 全方 向的 ，同調 ， 被愛願望 ， 積

極的相互理解で あ り， 男子が 女子 よ り高か っ た もの は自

己自信 で あ り ， 防衛的は有意な性差 を認め て い な い
。

二

次因子得点の分散分析 は ， 第 1二 次因子 に性差は認 め ら

れ ず ， 第 II二 次因子に有意な性差が認 め られ ， 女子が 男

子 よ り得点 が高 い 。落合 ・佐藤 は，性差 に つ い て ，女子

は ， 友人 と理解 しあ い ，共感 し共鳴 し あ う と い っ た ， お

互 い が ひ と つ に な る よ う な 関係を望 ん で い る こ と を ， 男

子 は ， 自分に 自信 を持 ち ， 友達と 自分は異な る存在で あ

る と い う認識 を も っ て 友達 づ き あ い をして い る こ と，女

子 は男子 に 比 べ て ，
つ きあ う相手 を限定 した り選択 した

り し な い つ きあ い を して い る こ と を 示す と考 え て い る 。

（3） そ の 他

　 そ の 他 ， 人格 に関連 す る研 究 と し て ， 社会 心理 的 な研

究が み られ る 。

　平他 （］995） は，基底的 な民族ア イデ ン テ ィ テ ィ の あり

方 そ の もの に 変化 が な く と も， 対人 関係の状況の で
一

時

的 に 自分の 民族的ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 意識 の 強弱 が 変化

す る こ と を 「民族 的ア イデ ン テ ィ テ ィ の 状 況 に よる シ フ

ト」 と 呼 び，在 凵朝鮮人 青年を 民族的ア イ デ ン テ ィ テ ィ

の 変容 や シ フ トが起 こ D や す い 層 と位置づ け ， そ の 民族

的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ の様相を検討 し て い る。被調査 者と

し て倫理 的な問題 を避 け る ため，「明 らか に 在 日朝鮮人 と

い う民族的ア イ デ ン テ ィ テ ィ を持 っ て い る青年」 を対象

に ，  本名と通 名の使 い 分 け ，   同
一

性 ，   在日朝 鮮人

と し て の 「生 き方」 と 民 族 的意識 の 強 さ，  将来 の 民族

的志向性 ，   家 庭 内 で の 民族 的経 験．  民族的知識 ，  

朝鮮 語の 能力，な ど の 質問項 目が用意 さ れ た 。  の 結果

は ， 「本名の 朝鮮語読み 」の使用比 率が高 い 場面 で は 「本

名の 日 本語読 み 」「通 名」 の 使 用比率が低 く，「本名 の 朝

鮮語読 み 」を使用す る割合 は，「見知 ら ぬ 同胞関係者」「同

胞 の 友人 と
一

緒 の 場面」「外国人 と
一

緒の場面」「家族 ，

親類 と
一

緒の場面」1継続的に 日常接す る 日本人集団」「接

触 の 度合 い や重要性 の 低 い 日本 人集団」 の 順で 低下 し て

い く。本 名 と 通名 と の 使用 に よ る タイ プ の分類は ， タ イ

プ 1 （全 て の 場面 で
一

貫 して 朝鮮 語読 み を使 用 す る者 ）， タイ プ II

　（全 て の 場面 で 本名 を用 い る が，朝 鮮語 読 み と 日本語読 み を併用 す

る者 ），タ イ プ III体 名 と還 名 を場 面 に よ っ て使 い 分 け る者 ）と し

た と き，それ ぞ れ の 割合 ISZ4．7％，21．5％， 53．B％で あ っ

た。本名，通名使用 の タ イ プ と抵抗感 と の 関連 は ，
い ず

れ の 使用 に お い て もタ イプ間で 差異 があ り， タイ プ 1 は

本 名使用 の 抵抗感 が 最 も弱 く，通名使用 の 抵抗感 が最 も

高 く，タイ プ lllは 本 名使用 の 抵抗感が最 も高 く ， 通名使

用 の 抵抗感が最 も低 い
。   ，   ，   の 結 果 は，本 調査対

象者が 「在 口朝鮮人 」とし て の 意識 を強 く持 っ て い る こ

と，「生 き方」 は 「祖国志向」「同胞志向」「共生志 向」「個

人 志向」が 非常 に 強 く ， 愛着の 強さ は 「在 日同胞 」「出身
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地域」「祖国」「日本」 とい う順序 が明確で あ る こ と が 示

さ れ て い る。  や   ，   に 関 して ， 家庭内で 体験す る で

あ ろ う民族的経験に 関す る内容 を 19項 目収集 し， 主因 子

法 で 因子数を決定 し た後 ， Promax 回転 を行 い
， 「儀式」

「日常 的な民族文化的要素」「祭祀」 と命名 さ れ，各因子

得点，民族的知識 ， 朝鮮語の能力そ れ ぞ れ に 対 し，タイ

プ を要因と し た 1元配置 の 分散分析を行 い
， 日常的な 民

族文化的要素で は タ イ プ 1 が タイ プ 田よ り， 地理 の知識

で はタイプ IIが タ イ プIIIよ り，文化 の 知識 で は タイ プ 1

が タ イ プ 11tよ り， 朝鮮語の文章理解力，朝鮮語 の 会話力

で は タ イプ 1，IIが タイ プIIIよ りそ れ ぞ れ 高 い こ と が 示

さ れ て い る 。 平他は，目的 とした民族 的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ

の シ フ トを被調査対象者 に 見出 して い な い が ， そ の 理 由

を彼 らが 主観的に は っ き り と 「朝鮮人 」 とい う民族 的ア

イ デ ン テ 4 テ ィ を持 つ 者 で あ っ たた め と考え て い る。代

わ っ て ， タ イ プ IIIの 者に 象 徴的 に 示 され る よ うに ， 肩肘

を張 らな い 「しな や か な 民族的ア イ デ ン テ ィ テ ィ 」 と で

も呼 ぶ べ き もの を在 日朝鮮人青年層 の 中に 見 出 して い る。

海外の文献で は，民族的 アイデ ン テ ィ テ ィ の状況 に よ る

シ フ ト を 示 そ う と し た 研究 はさして 少 な くな い
。 しか し ，

本研究 が研 究目的 の 検証 に 成功し て い る と言 い 難 い が
，

日本 に お い て そ れ を実証的 な デ ー
タ
ー

として示そ うと試

みた最初 の 研究か と思わ れ る 。
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