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人格心理学領域に おける研究動向

榎　本　博　明

（名城大学人問学部）

は じめに

　人格 （パ
・一ソ ナ リ ブ イ 〉の 研 究 を 分類 す る に は さ ま ざ ま な

視点が あ る が ， 本 稿 で は 人格 構 造 ）の 捉 え方 に 関 する研

究，人格 の 発達 お よ び変容 に 関す る研究 ， 人格の 適 応 ・

健康に関す る研究 とい っ た分類枠組 み に沿 っ て最近 1 年

間 の 人格領域の 研究動向を展望 す る こ と に した い 。そ の

際に ， 「教育心 理 学研究』『心理 学研究』「発達心 理 学研 究』

『パ ーソ ナ リテ ィ 研究」等 の 雑誌 掲載 論文 （2〔脱 年 7 月

一一・20〔］5 年 6 月） お よ び 日本教育心 理 学会第47回総会発表論

文 を中心 に み て い くこ とに す る似 ド， 教育心理 学会総会発表

論文 に 言及 す る 場合 は 年号 を記 さず ポ ス ター発表番号 を記 す こ と と

す る）。

　 1．人格 （構造）の 捉 え方

1 ．人格の 構造や機能を表す概念の 検討

　最近 の研究動向をみ る と ， 人格構造 を表す概 念に関す

る検 討 の ほ と ん ど が 測 定尺度 の 因子 の検討で あ り，理論

的 に 概念を検討す る研究は皆無に近い
。 人格構造を捉え

る際に は尺度 を用 い る の が一
般 的 で あ る た め，実際的な

必要性 か ら尺度因子 の 検討 が 中心 に な る の は 必然 で あ ろ

う。 だが ， 項 目の 設定 の 仕 方 に よ っ て 尺度 の 因子構造 は

い く らで も変 わ り う る もの で あ る 。 した が っ て ，尺度因

子 の検討の前に ， 尺度構成 の 予備段階で どの よ うな心理

傾 向 に 網 の 目を張 り巡 らせ ，ど の よ うな項 口を用意す る

か を決定す る に あ た っ て ， 測定す べ き概念 を明確に規定

して お く必要 が あ る。 こ れ は 当然 の こ とで は あ る が，は

じ め に 尺度あ り き と い っ た 観が あり ， 尺度が乱立 し て い

る現状 をみ る に つ け ， 捉 え よ う と して い る概念 が そ もそ

もどの よ うな もの で ある の か に関す る理論的検討 を厳密

に行っ て い く必 要性を感 じざ る を得 な い 。

　 桑原 （Pcoo8 ） は，青年期 に お ける 自責感 に つ い て の 概

念的検討 を ， 大学生を対象 とし た 自由記述式 の 調査 を用

い て 行 っ て い る。自責感，罪悪感，自己嫌悪感 と い う 3

つ の概念に つ い て の イ メ ージ を記述 し て もら い ，収集 さ

れ た記述 を KJ 法 に よ り分類 し ，
3 つ の 概 念相互 の 重 な

りや ズレ を検討す る こ と に よ り， 自責感 とい う概念の特

徴 を 明確化 し よ う と試み て い る。 こ の 類 の 基本 的な研究
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が もっ と行われ るべ きで ある と考え るが，人格構造 を捉

え る の に 有効 な 概念 を 設定 し ， そ の 概念 を 明確化 し よ う

と い う 場合 の 方法論 の 整備 が 必要 で あ る。桑原 の 研究 で

は ， 大学生22名 の 回答を も と に 3 つ の 概念 の 整 理 を行 っ

て い る の で あ る が，それ を 「青年期 」 と い う制約をつ け

た と し て ，ど こ まで
一

般化 して よ い の か と い う問題が あ

る 。 特定の概念 に つ い て の 理論 的検討を行う際に ， 伝統

的な辞書的意味や哲学的考察を基準に据え る場合 と大学

生 な ど
一
般の人 々 の 回答を基準に す る場合が ある 。 多 く

の 因子分析 的研究 に も通 じ る こ と だ が ，問題 とされ る概

念 に関し て普段 ほ と ん ど意 識す る こ と も な い
一
般 の 人 々

の
， しか も特定 の 層 の 同答 をも と に 概念 の 規定 を行 う こ

と は 妥当 な の だ ろ うか 。 た だ し ， 青年期 あ る い は 中年期

とい っ た特定 の 層 の あ る イ メ ージ構造 を捉 えた い と い う

よ う な場合 に は，そ う した 特定 の 層 の 回答を もと に す る

こ とが必 要な の は い う ま で もな い
。 この よ うな方法論を

め ぐる 議論を 1’分 に 行 っ て い くこ とが 望 まれ る．

2 ．人格の構造や機能を捉える尺度や検査法， 実験法の

　検討

　人格の構造や機能を捉え よ う と い う研 究で 最 も多い の

が 測定尺度 に 関する研究 で あ る。

　上 地 ・宮下 （20し）5）は ， Kohut の 理 論 を も と に 自己 愛的

脆弱性尺度 を作成 し， その 信頼性 お よび妥当性 の検討 を

行 っ て い る。上 地 ら は，自己愛的障害 の 本質 を心理的安

定 や 自己評価を維持す る 心 理的機能 の脆弱性に求 め る

Kohut 理論 に 基 づ い て ，こ れ まで に 行われ た 実証 的研究

の成果を整理 す る こ と に よ り， 自己愛的脆弱性 と い う観

点 か ら自己愛 を測定す る際 に 重要 と な る 5 つ の 指標 （他

者 か ら の 承 認 ・賞賛 へ の 過敏 さ，潜在的特 権意識 とそ れ に よ る傷 っ

き，恥傾向と 自己顕 示 の 抑制，自己 緩和能力 の 不 全，目的感 の 希薄

さ ）を抽 出 した 。 こ れ ら を表す項 日で 構成 した 尺度項 目を

因子分析を もとに精選 し， 信頼性 ・妥当性の検討 を経て ，

こ れ ら 5 因子 か ら な る 尺度が 作成 さ れ た。

　阿部・今野 （20  5） は，Rosenberg の 自尊感情尺度を も

と に 教示文 と項 目文 の 語尾 を変 え る こ と で 状態 自尊感情

尺度を作成 し ， そ の信頼性お よ び妥当性の検討を行っ て

い る。そ の 結果，信頼性 は 確認 さ れたが ， 状態 自尊感情
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で あ る に もか か わ ら ず壮態不安 だ け で な く特性 下安 と の

関連 も み ら れ る　 ど妥 当性 に 関し て は 「
’
分 な 保証 力 得 ら

れ て い な い u こ の 研究 の 中 で
， 最近 1週 間の 受 容経験を

尋ね て状態自尊感
’1青お よ び特性 目尊感情 との 関係 を検討

し た 結果，双方 に 才 い て 正 の 関係 が み られ た 、，状 Lt自尊

ンき隔 t
”
か りで な く特性 自尊感 「冂 圭で が最近 の 受容経験 と

閧係 す る こ との n 兄明 と し て ， 特性自車感侑 は 出 表事や 経

験 力 う影 響を受 け変動 しうる こ とが根拠 として あ げ り れ．

て い る 。 で は ， 特性自尊感情 と状態自尊感情 の 辻 し は ど

こ に あ る の だ ろ うか 。

　
一
般に 臼尊感情 と呼 ば れ R （，Sellb ｛rg に 代 衣 さ れ る 尺

）u こ よ り仇 え ら れ て きた 人幤行「1と し て の 肉 “
二感 隠を特

性自尊感dlJと呼 び，そ れ と は 区別 され る もの と し て He
の 経験 に IL じて 変劫 よる 自．争感IIlを状態自享感

’1
’
i　J と呼 び，

凵 尊感悁 を 2 杆類 に 区別 する こ とに 対 し て は ， Bi’oWti

nnd 　Dutt （mq995 〕の よ う に ∫之対 の 「ウ 培 を と る 者 も あ る （十

Pt　l9鯛 n 　James価 嚇 は自尊感情の 問題 を自凸，1価 の 感

情 と し て 取 り．Lげ，自己 に 対 3 る 評価 に は 自己 に 対 す る

満足 や不満 の 客観的理 山 と は無111係ω
， 声）る平均 し た Ji

子 の 自己感 lllが あ る と し て い る、t　 Rosenberg （1965｝ は ，

自尊感情を白己 に対す る
．
冂 定 的ま た は 至定的な 態皮で あ

る と定義づ け こい る。そ の と き ど きω 状 況 と は 無関 f．1、の

平均 し tJ ］子 に し て も態度 に し て も．比 較的安定 し た 性

質 を指す もの と 考え て よ い で あ ろ う。

　 こ れ ら を∴ ま え て榎本 q9｛牌 は，自己 に 関する
：
己述的

側 面 が 自己概 念 で あ り， その ような記述 的側面 に 対 して

。下価的色彩 を帯 び た もの が 自己 評価 と 自尊感情で あ る と

した Eで ， 口LL に関す る個 々 の 記述的側向 に 対 す る 具体

的 な 評価 が 自己 評価 で あ り，多 くの 自己 評価的経験 の 積

み 重 ね を通 して 形戊 され た 自己 評価的 な感情複 「学体が 自

、， 愁情 で あ る と定義づ け て い る e そ の よ うに 自尊愁 「目 を

人格の比 較的安定 し た特性 と み な す な ら ， 特性的な もの

の み 力 自尊感悁 で あ り ， そ の と き ど き の 状況 に 応 じ て
一

、．t　 e
．Ll

一
る の に 伴 い 一m寺的 に ｝昇 した り下降 した りす る

自己 に 対す る 価fl自：感 肩をわざわ ざ別種の 自 享感情 と し て

史定す る必 要 は な 」 とい う こ とに な る。従 来の 自 享感1青
0）捉 え 万 に対 して ， 枅た に そ の と き ど き の 状況 に 応 じて

変動 す る 状態的 自 ．皇感情 と い う 概念 を 専入 す る と す れ ば ．

そ れ を自尊感怙 と し う用 語の も とに 与入 す る 必要性 と恵

義 こ つ い て の 議論 が F分行わ れ る 必要力竣 る で あ ろ う 。

　 そ の他 に も人格 の さ ま ざ ま な 側面を捉 7．る 尺度 の 開発

が 目指 さ れ て い る。

　谷 （仙 谷 ）・山崎 （20田 ） は，児童 の 心身 の健庚問題 や行

動 トの 問遺 との 関連 が 数 多く最告 され て い る 統制 の 位置

に 着 目し， 児童用 の 外的統制佳 貞問紙を開発して ， そ の

信頼性お よ び妥当性を検証 して い る。小堀 ・丹
．
野 脚 04）

は ， 完全主義 の 認知 に つ い て，自己志向的完全
一
ド義が セ

ル フ ・ス キー 、と し て活骨化 した結果，意識化さ れ た 思

考で あ り，出来事 の 解釈 や 注意 に 影響 を与 え る も の と定

義 し， そ の W 知 を多次 元 的 に 測短 ナる 尺度を開発 し，信

頼性 お よ び 妥 1匪 を検証 し て い る 。 内藤 ・鈴木 ・
坂 兀

（2冊 Dlよ， 人 は誰 も古琿 的処 理 お よ び直観的処理 と い う 2

っ の 情報処理様式を もつ とす る 取 口的経験的自己 理論 を

も と に情報処理 ス ダ イル （合川 1 直観性） 尺度 を開発 し，

そ の 信頼性 お よ び 妥当性を 検証 し て い る 。 勝谷 （L？eo4〕

は ， 抑うつ の 発生 ・持糾や対 人関係 の 息化 を は じめ と す

る 精神的 广 不健康 と の 関連が 指摘 され て い る 再碓 。忍傾 向

に 着目 し，重要他 者 に 対す る 再碓 、，，，！傾向尺度 を改 ．亅し ，

そ の 信 ltilFお よ び妥当性を検 tL［［し て い る。

　関 口 （PI）100）は，白己確認 ， 勝 ち へ の 執着 ， 自［」ア ピー

ル
， 向 ト

ー
心 の 11珂子 か ら な る 蟯争心 尺 JL” r　．Jt作 し て い る。

豊田 ・靹水 ・森田 （Pし鵬 2コ’cll脚 は ，

’1冂 渚的知能を 測定

す る 尺度 ESCQ の 目 ・N 仮をfl戊 して，仮 説通 り感盾の 表

上見と 命名， 　恥茎
’hlv）II忍，，哉とf里角乍， 　1・LR　iiiの i渕祖¶と

；
捌負1〕α）3レ1

r一構造 を磁 tt／して い 乱 李G ’⊂川 ｝は ， 1・ewlby の 愛着理

論 に JLづ い て ，
　 rl ・」期 の 〜魂 に 対

一1 る 夊 着 を 測定す る 尺

度 を作成 し，3 囚 ゴ柄造 を縦告 し て い る 。 菰田 （P踟 0の

は ， 職 ．L 急誠 の 1乂丸度 を捉 え る戰業 レ デ ィ ネス 尺度を作

成 し，レII、通 し， 現実
’
「1， 客観性 ， 主体

’1∠Lの 4 因 子を抽出

し て い る。横山 ・東條 （PF 〔〕16〕 lk，自傷行為 へ の 心的傾

斜 を捉 え る もの と して ， 自1｝行為現和牲 1ミ度を作成 し，
’
「青緒的f頃余斗，　自傷化白勹i号癖，1戒圧 的母親観 ， 神経性習り辟

の 4 因 t” を抽出し て い る 。 伊藤 〔PCO 的 は，達成行動 の

有後 に ある動機 の
一・

つ
， 他人 の t め と い う他者志向的動

機0）概念的妥 当性の 検討 を して い る。西 田・足 t：（PcO87 ）

は既存 の 思 い や り尺度 の囚子mataを再検討し ， 尺度作成

者に よ る報告 と は 異 な る 因 r構 造 を確認 し て い る 。

　先 に も指摘 した よ う に ， 最近 の 研究動向を み る と尺度

力 乱广 斌味 で あ り，安
ト

｝に 尺度 作成 に 走 る こ と な く ， そ

の 前提 と な る概念 の十分 な検討 を行 う こ とが 大切 で あ ろ

う。特定 の 人格概念 の 構造 を因 了分析 に代表 され る統計

的処理 の結果に基 づ い て 論じ る傾向が 強 い が，い うまで

もな く統計的処理 の 結果 は ど の よ う な概念構造 を想定 し

ど の よ う な 項 目 を 用意す るか に 規定 され て い る。項 目の

選定 が 仮 説 に依存 して い る の で あ る か ら，そ う Lt 項 目

に 統計的 な処理 夕 加 え 广結果か らの み 概念構造 を検証 す

るや り方 は十分な説得力を も ち え な い 。そ も そ も仮説 が

想定 して い な い 心理傾向を表す項 口は尺度中に含まれ て

い な い の で あ る。ゆ え に，統計的処理 に 頼 りす ぎる こ と

な く，仮 説立案時 に ト分 に 理 論的検討を 行 っ て お くこ と

が重要な の で あ る 。

　尺度以外 の 人格検査法 と して は ， 投影法 や 作業検査法
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が あるが，人格領域 に お ける研究 の ほ と ん どが 尺度 を用

い た も の で あ っ た 。 投影 法は臨床領域 で よ く坩 い られ る

もの で あ り， 研 究 と して も臨床領域 に 多 くみ られ るもの

と思 わ れ る 。

　実験 的方法 と して ， 戸 田 ・川村 （PCO35） の 察 しの 個人

差を実験的 に 捉え よ う と の 試 み が あ る 。 戸田 ら は，最近

の 若者 の気遣 い や 思 い や り の な さ が指摘 さ れ る こ と に 関

連 し て ，察 し の 悪 さ は他者 と い う刺激 に 対し て 注意を向

け な い 傾向に 関係し て い る と考え ， 人物 ， もの ， 視線 ・

表情 ，場 ・状況 な どの情報 へ の 注意 の 向け方 と察 しの 良

さ ・悪 さ との 関係 を検討 し て い る 。 そ の結果 ， 情報へ の

注意 の 仕 方 と察 しとの 問 に は直接 関連 が み られ なか っ た

が ，視線 ・表情 や も の へ の 注 意 度 と社会的 ス キ ル と の 間

に有意 な正 の 関連 が み られ た。

　 尺度 に よ る 人 格 の 測定 は ほ と ん ど が 本人 の 内省 に 基 づ

い た 自己報告式 の もの で あ る。集団を対象 と して 大量 の

データ を
一．
挙 に 収集で き る とい う便利 さ ゆ え に，尺度法

が 全盛 で あ る が ， 本人 の 内省に よ ら な い 実験的方 法の利

点 もあ り，もっ と 多 くの 実験的研究 が あ っ て も よ い よ う

に 思 わ れ る 。 そ の 際に ， 尺度研究に お け る項 目設定 と同

様 ，どの ような行動 （反 応 ） に 着目し，それ を ど う意味 づ

けるか が 決 め 手 と な る 。 そ こ で も概念規定 を厳密 に 行 う

こ と が重要 で あ る と同時に ， 概念 と そ の 具体 的現 れ と み

な す こ との で き る 行動 を 結 ぶ 仮説 の 理 論的検討 が 十分 に

な さ れ る こ とが大切 なの は い う ま で もな い
。

3 ．人格 の 構造 や機能 を表す特定 の 変数 （概念や尺度）

　 と他の 諸変数 と の関連

　 人格 の 構造や機能 を表 す変数同士 の 関連 を検 討す る研

究と し て は ， 自己関連尺度を 用 い た も の が 多 くみ ら れ る 。

　 自分自身 に 完全 を求 め る 自己志向的完全主義 に は抑 う

つ 傾向 や 絶望感 な ど の 精神的健康 と正 また は負の 関連を

もつ 2 つ の 側面が あ る可能性を示唆す る結果 を もと に，

大谷 （200・1）は，自己志 向的完全主義 を目標 と し て 完全 を

求め る側面 と不完全 を受容で き な い 側面 の 2 つ に 分 け ，

自己評価 的抑 うつ と の 関連 を検討 し て い る。そ の 結果，

自己志向的完全主義に は高目標設定，失敗過敏，行動疑

念な どの潜在変数 が あ り， 高目標設定 は自己評価的抑 う

つ に 負の影響を与え ， 失敗過敏お よ び行動疑念は 自己評

価的抑 うつ に正 の 影響 を与える こ と を見出 して い る。こ

の よ う に 自己志 向的完全 主義 に は ， 自己評価的抑 うつ な

ど の精神的健康 を 表 す 変数 に 止 の 影響 を与 え る側面 と負

の 影響 を与 える側面 と い う 2 つ の 側面 が ある こ とが 確認

さ れ た 。

　 自己愛 に関 して もい くつ か の 研究 が み られ る。自己愛

に っ い て は，Gabbard が 自己誇大感が あり他者 の 反応を

気に しな い 無 関心型 と他者の 反応 に 過敏 で 傷 つ きやす い

過敏型 とい う両極を指摘 して 以来，こ の 2 つ の タイ プ に

大別す る 捉 え 方 が広 く踏襲 され て い る 。

　 中山 （PCOI6）は ， 自己愛 と自我同
一

性 の 関連 を検討 し

て い る 。 2種類 の 自己 愛を 測定す る評価過 敏性尺度お よ

び誇大性尺度 と 多次元 自我同
一

性尺度 俗 ，LOOI）との 関連

を検討し た結果，評価過敏性は 同
・・

性 の 感覚 と負の 関連，

誇大性は同
一・

性 と正 の 関連を 示 す こ と が見出さ れ た 。 さ

ら に ，同
一一性各側面 と の 関連の 検討 の 結果，評価過敏性

は 心 理社会的同
一

性 ， 連続性 ， 対他的同
一

性 ， 対 自的同
一

性 と負の 関連 が あ り，誇大性 は心理社会的同
・一
性 ， 対

自的同
一
性 ， 連続［生 と止 の 関連が あ る こ とが 示 された 。

こ こ か ら，自己愛 に は自分 として の まとま りを促進 ・強

化 す る側面 と 阻害す る 側面 が あ る こ と ， あ る い は 自分 と

し て の まと ま りが あ る こ との 現 れ と み な し う る側面 と自

分 が 拡散 し て い る こ と の 現 れ と み な し う る 側面 が あ る と

い え る で あ ろ う。

　小塩 （1’COIs） は，自己 愛的 な 人物 は ク ラ ス メ イ トか ら

好意を も た れ 友人 も多 い と評価さ れ る が 必 ず し も信頼は

さ れ て い な い と い う自身 の 先行研究 をふ ま え て，自己評

価 と他者評価の比較 と い っ た観点か ら の再検討を行 っ て

い る。そ の 結果 ， 自己愛 的な者 は他者 に対 し て 友好的 で

誠実 で ある と自己評価 し て い るが ，他者 か らは友好的 と

評価さ れ て も誠実 と は 評価さ れ て い な い こ とが 示 さ れ た。

こ の こ と は，自己 愛 の も つ 自己 誇大感 の よ うな 自己認知

の 歪 み が ， 自他の 関係 の 認知 の 歪曲を牛 み，実際の 人間

関係上 の 不適応 に つ な が りやす い と い っ た 流 れ を示唆す

る も の と い え る 。 た だ し ， 上述 の 上 地・宮下 （2005）の い

う白己愛 の 脆弱的側面 に 着 目した場合 に は ， 他者に よ る

評価 へ の過敏さ や 不安が 自己認知や 自他の 関係の 認知を

実際 よ り負 の 方 向 に 歪 め
， 引 き こ も り傾向な ど の 人 間関

係上 の 不適応 に つ な が る とい っ た まっ た く別 の 形 の 流れ

も想定 し う る。 こ こ で も ， 自己愛 と い う概念の 理 論的検

討 の あ り方 が 重要 な意味 をもち，尺度 の構成 の 仕 方 に よ

り結果が大 き く方向づ け ら れ る と い っ た 問題 に 行 き着 く。

同 じ用語 を用 い な が ら想 定 さ れ て い る 概念構造が異な っ

て い る と い うの は，心理 学研究の 現状に お い て は 日常茶

飯事で あ る 。 そ うした混乱を避 け る た め に も， 尺度の乱

立を避け ， 統
一

的尺度を 用 い た り，併存す る尺度 それ ぞ

れ の 概念規定等の 前提条件を明示 し た りす る こ と に よ っ

て ，得 ら れ た 知．見 の 孤立化 を防 ぐこ とが 求 め られ る。

　玉 瀬 ・相原 （PCOO5） は ， 土居の 甘 え 理論 を検証 し よ う

と甘 え希求，甘 え受容，甘 え歪 曲 ， 廿 え拒絶 の 4因子 か

ら な る甘え尺度を作成し，こ れ ら と自己愛や思 い や り と

の 関連 を検討 して い る。そ の結果 ， 甘え希求や廿え受容

と い っ た相互依存的甘え は思い や りを説明す る要因 で あ

り， 凵
’
え歪曲や甘え拒絶 とい っ た屈折し た 甘えは 自己 愛
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的傾向を説明す る要因 で あ る こ とが 示唆さ れ た 。

　岡出 （21｝09 は，大学牛 を対象 に 共感性 と 自己概念 の 関

係を検討 し て い る 。 そ の 結果 ， 両者 の 間 に 直接的 な関連

は み られ なか っ た が
，

ク ラ ス タ ー分析に よ り感情的共感

性 が 低 い 群 で は 自分 自身 の 理想像 に つ い て 心理的特性 に

注 目 した判断 よ りも身体的側面 に 注目 した判断を し て い

る こ とが 示 さ れ た。

　人格 とい うの は単純 に 捉え う る も σ）で は な い 。当然 の

こ とな が ら多而的 に 捉 え る必要 が あ る。あ る時点 に お い

て 人格の特定の側面を表す と思 われ た 概念 〔変蜘 が，さ

らな る
一
ド位概念 に 細分化 して捉え られ る べ き で あ る こ と

が 判明 した り，別 々 の 概念に 分解 され る べ きで ある こ と

が 判 明 し た り ， 他 の 複数 の 概念 の 単 な る 交 わ り の 部 分 に

み ら れ る性質 に す ぎな い こ とが 判明 した りと い っ た こ と

が 十分起 こ り う る 。 した が っ て ， 他 の 諸変 数 と の 関連 を

検討す る研究 の 中 で 思 い がけな い 発 見が もた ら され る 可

能性が あ る。だが ，個々 の 概念間 の 関連が 断片的 に 報告

さ れ て も， そ れ らを有機的に結び っ け る こ とが で き な け

れ ば，せ っ か くの 知見が 埋 もれ て しま う。ゆ え に，個 々

の 概念問の 関連を検討す る際に は ， 検討す べ き概念や 尺

度 を選 び 出す前提 と な り，
さ ら に 結果 を意味 づ け る 文脈

と な る理 論面 の考察 を十分行 っ て い る は ず で あ り， その

部分 を前面 に 出す こ とが求 め られ る 。

　 Il．人格 の 発達お よび変容

1．人格 の （特定 の 側面 の ）発達 および変容 の 実態把握

　人格の特定の側面の 発達お よ び変容を捉え よ う と い っ

た実態把握 の 研究 は，こ の 1 年 をみ る と あ ま り報告 が み

ら れ な い 。

　川崎 ・河村 （PAO68 ） は ， 小学校 4 年生 か ら 6 年生 を対

象に ， 自己表出 の 仕方 の 発達 を横 断的 に 検討 し， 自己開

示的表 出 に は学年差がな い け れ ど も ， 自己呈 示 的表出は

4 年生 よ り 5 ・6 年生 の ノJが よ く行 っ て い る こ と を見出

し て い る。こ こ で い う自己 呈示的表出と は，学校 で 嫌な

こ とが あ っ て もそ の 嫌悪感 をそ の ま ま表出 せ ず に 明る く

見せ る行動 を指 し て お り，小学校の 中学年よ り高学 年の

方 が そ の ような自己 コ ン トロ ール が で き る よ うに な る こ

と を示す結果 とい え る で あ ろ う。 川崎 らは，こ の ような

結果 を嫌悪感が生 じ て も そ れ を表出で き な い 児童 の 心 の

問題 や友入関係 の あ り方 の 問題 に 関係 づ け て い る。そ の

よ うに 自己 呈 示 的表 出の ス トレ ス を溜 め 込 む 側面 に 着目

する こ と もで きる が
， 成熟 の 徴 すなわ ち 友人 関係を よ く

す る ス キ ル の 発達 と い っ た側面 に 注目す る こ と もで き る

で あ ろ う。 仮説 と結果 をつ な ぐ変数が 無数に あ り う る と

こ ろ に 入格発達 に 関す る 研究 の 難 しさ があ る。

　発達的変 化の 実態 を捉え る に は縦断的研究が欠か せ な

い 。 城 （PBO ⊥7｝は，高校 1年生 時 に キ ャ リア 発達 に 関す

る自己効力感 を測定し， 2 年生 時 お よ び 3 年生時 に も追

跡調査 を行 い
， 自己効力感の 変化を検討し て い る。最 も

変化が 大 き か っ た の は，自 己 理解 ・自己評価 に つ い て の

自己効力感で あ り， 学年と と も に強ま っ て い た 。 つ い で

変化が大 き か っ た の が 目標設定 お よび問題解決 に つ い て

の 自己効力感で ， こ れ ら も学年 と と も に 強 ま っ て い た 。

さ ら に ，意思決定，自己開発 な ど の 自己効 力感 も学年 と

と も に強ま っ て お り，ネ ッ トワ
ーク に つ い て の 自己効力

感以外 は学年 とともに 強 ま っ て い くこ とが示 さ れ た e

　藤崎 〔PA 〔197） は，　 llarterら に よる 児童用・思春期 用。

青年用 の コ ン ピ テ ン ス 尺度を用 い て 小学校 6 年生時，中

学校 2年 生 時 ，
3年後 の 高校生 時， さ ら に 3 年後の大学

生時 に コ ン ピ テ ン ス の 測定 を行 い ，コ ン ピ テ ン ス は青年

期前 ・中期 に 低下 し
， 青年後期 に再び上昇す る こ と を 見

出し て い る 。

　山岸 （P踟 75） は，看護短大在学時と 卒業後1〔〕年を 経 た

11年後の 時点 で．内的作業 モ デル で 捉 えた対 人的枠組み

や 人生 の 各 時期 を振 り返 っ て の 適 応 感 の 測定 を行 い ，発

達的変化 の 検討 を行 っ た。その 結果 ， 対人的枠組み は ア

ン ビ ヴ ァ レ ン ト尺度 に お い て の み 有意差 が み られ，成人

期 に な る と自他の関係に 関す る不安定さ は減少す る こ と

が 示 さ れ た。さ ら に ，短大時代 の 適応感 に 関す る 印象 は

在学時 と 卒業後10年時の相関が な い こ と が わ か っ た 。 そ

の 最中と後 で 振 り返 っ た と き と で は 適応 の 印象が か な り

異な る こ と を 示 す 結果 と い え る 。

2 ．人格 の 発達および変容をもたらす要因

　人格 の 発達を捉え る に は さ ま ざ ま な 切 り口 が あ り，そ

の切 り凵 を表 す多 くの 概念が提唱 され，そ れ ら を用 い て

発達的変化 を捉え る 試 み が な され て い る の は 前項 で み た

とお りで あ る u で は ， あ る概念で表され る人格的特徴が

ビの よ う に して も た ら さ れ る の か ，また そ れ は年齢 の 上

昇と と もに どの よ う に変化し て い くの だ ろ うか 。 こ こ で

問題 と な る の は，人格 の 発 達 あ る い は 変容 を も た らす 要

因は何か と い う こ と で ある。

　岡田 （PC 〔｝27） は，高校生 お よび大学生 を対象に ， 友人

関係 の あ り方が 自己 の 発達 を どの ように 規定 す る か を検

討 して い る。そ こ で は，現代 の 青年 に 特有な友人関係を

特徴 づ け る 自己閉鎖 ， 軽躁的関係 ， 他者へ の侵入 回避 ，

傷 っ け られ る こ との 回避の 4 つ の変数 に よ り友人関係 の

あ り方 を捉 え ， 公的自己意識 ， 私的自己意識 ， 視点取得

（共感性 ）， や さ し さ ， ま じ め さ に よ り自己 の 属性 を捉 えて

い る。結果 と し て，自己 閉鎖 や傷 つ け ら れ る こ との 回避

が 公的自己意識 に 影響 し ， 私 的 自己意識が視点取得に 影

響 す る こ と が 示 さ れ た 。 また ， 軽躁的聞係 は 大学生 に お

い て の み公 的 自己意識 に関係 し， 公的自己意識は高校生
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に お い て の み や さ し さ に 関係 す る と い うよ う に
， 年代 に

よ る違 い もみ られた。

　 佐藤 〔PAo95 ）は ，他者 との 暖 か い 交流 と 自己効力感 と

の 関連 を検 討 し， 男子学生 に お い て 友 だ ち に よ る サ ポー

ト と自己効力感 と の 問 に 有意な相関が あ る こ と を 見 出 し

て い る、すなわ ら ，
と くに男

．F学生 に お い て の み 友だ ち

との 暖 か い 交流が 自己効力感 の 高 さ に っ なが る こ とが示

日芟さ オした 。

　眞榮城 〔pc 〔i17） は，中学生 を対象 に ， 過去 1年間 に 体

験 した ラ イ フ イ ベ ン ト と自己 評価 との 関連 を検討 して い

る 。 そ の 結果，成績 が 上昇 した と い う ラ イ フ イ ベ ン トを

経験 し て い る 群 は 経 験 し て い な い 群 よ りも学 業能力評

価 ・容姿評価 ・自己受容感が高い こ と ， 学校で い じ め を

経験 した 群は友人関係評価 ・自己受容感 が 低 い こ とが 示

された 。 そ こ か ら ， 中学生 の 自己 評価の 高低 に は友人関

係や 学業成績が 影響 して い る こ とが実証 され た と結論づ

け て い る 。

　人格 の 発達 に 影響す る 要因 と して 従来か ら多 くの 研究

に お い て 取 り上 げ られ て きた の が 親 の 養育態度 で あ る。

竹嶋 ・
戸 田 ・青木 ・谷 口 （PB 〔脚 は ， 近年の 社会的ス キ

ル の 乏 し さ に よ る と思 わ れ る 問題 と の 関連 で ， 父親の養

育態度 と子 どもの 生活充実感 や社会的ス キ ル の 関係 に つ

い て の 検討 を 行 っ て い る 。養育態度 と して は ， 拒否的態

度 と過保護的態度が測定さ れ た 。 そ の結果，女子 で は父

親の 拒否 が 牛活充実感に 負 の 影響 を 字え る こ と，男子 で

は 父親σ）過保護が 生活充実感 に 正 の 影響 を与 える こ とが

示 され た 。社会的 ス キ ル と の 関係 で は ， 女子 で は 父親 の

拒否が 関係維持行動 に 負 の 影響 を与え ， 関係 向上行動 に

正 の 影響 を与 え る こ とが示 さ れ た 。
こ の こ と は，女 寂 こ

お い て は 父親の 拒否的養育態度が社会的ス キ ル の あ る
一

面を促進 す る 場合があ る こ と を意味す る 。

　親に な る とい う要因が 人格 発達 に 与 え る影響 も あ る 。

後藤 ・井上 ・後藤 （PBO92） は，親 と して の 発達の 自己認

知尺度 （柏木 ・若 松，1994） を用 い
， 母親と し て の 発達の 自

己認知に影響す る要因 を検討 して い る。そ の 結果 ， 親発

達 の 5 つ の 因子 の う ち ， 自己 の 強 さ に 対 し て は子 ど も へ

の愛着意識 ・夫婦関係満足度 ・子 どもの年齢が 正 の 影響

を及 ぼ し ， 柔軟 さ ・前向き に 対 し て は 夫婦共感性が 正 の

影響 を及 ぼ し
， 視野 の 広が り ・伝統の 受容に対し て は子

どもへ の 愛着意識 ・夫婦共感性が 正 の 影響 を及 ぼ し，他

者受容 に 対 して は 子 どもへ の愛着意識 ・パ ー トナ ー
へ の

愛着意識が 正 の 影響，パ ートナ
ー

に 対 す る 愛着要 求 が 負

の 影響 を及 ぼ し， 生 き が い に対 して は子 ど もへ の 愛着意

識 ・夫婦共感性 が 正 の 影響 を及 ぼ す こ とが示 さ れ た 。 こ

の よ うに ， 親に な る こ と に よ っ て ， 子 どもへ の 愛 着意識

をもつ こ とが とくに 親発達 の 自己認知 を高め る こ とが 明

らか と な っ た 。 後藤 ・井上 ・後藤 （PBO911） は ， 父親と し

て の 発達 の 自己認知 に 影響す る要因 に 関 して も同様 の 検

討 を 行 っ て い る 、

3．とくに自己 の ア イデ ン テ ィ テ ィ の 発達および変容の

　 検討

　 人格発達 の
一

つ の 鍵 を握る と考えられ る の が 自己 の ア

イ デ ン テ ィテ ィ の 発達 で あ る。エ リ ク ソ ン が ア イ デ ン

テ ィ テ ィの確立 を青年期の 課題 と みな したよ うに ， ア イ

デ ン テ ィ ナ ィ の 形成 あ る い は 発達 に関す る 研究 に は青年

期を対象と した もの が 圧倒 的 に 多 い と い うの が 現状で あ

る。

　 ア イ デ ン テ ィ テ ィ 研
．
究 で よ く用 い ら れ る の が M 肛 cia

ら が 提唱 した ア イ デ ン テ ィ テ ィ
・

ス テ イ タ ス の 類型 あ る

い は そ れ を も とに した 尺 度 で あ る 。 川俣 ・
河村 〔1’BOIS ）

は ， 友人関係の あ り方 に よ っ て ア イデ ン テ ィ テ ィ
・

ス テ

イ タ ス が どの よ う に 違 っ て い る か を検討 し て い る。そ こ

で は ， ア イ デ ン テ ィ テ ィ を加藤 （19Si／）に よ り現在の 自己

投入，過去 に お け る 危機 ， 将来 の 自己 投入 と い う 3 っ の

下位尺度 に よ っ て捉え よ う と試 み て い る。そ の 結果，男

子 で は，内面的 で 気遣 い を し な い 関わ P をもつ 者 の 方が ，

そ の 他 の 関わ り を もつ 者 よ り現在 の 自己投入 得点が 高 い

こ とが示 され た 。 女 子 で は，内面的で 気遣 い を し な い 者 ，

々：い に 気遣 い をしなが ら内面的な関わ り を もっ 者 の 方 が ，

表而的 な関係 をもっ 者 よ り も現在の 自己投 入 得点 が 高 い

こ とが 示 された。

　ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 発達は時間的展望 に 深 く関わ っ て

い る 。 金子 （PBOIJr） は ， 大学生を対 象 に，内的統制 ， 過

去受容 ， 曖昧 さ 耐性 な どが 時間的展望 を どの よ う に 規定

す る か を検討 し て い る 。 そ の 結果 ，過去 を 肯定的 に 受 け

と め るが 過去 に つ い て こ だ わ り をもつ 者が 明る い 将来展

望 を もつ 傾向が あ る こ と，さ ら に 努力を大切 に感じ 曖昧

さ を嫌わ な い 者が明 る い 将来展望 を も つ 傾向が あ る こ と

が示唆さ れ た 。

　落合 ・本 多 ・藤井 ・落合 （PBO20） は，看護職 を目指す

学生 を対象 に ，職業的 モ デル をもつ こ とが 職業的 ア イ デ

ン テ ィ テ ィ や 自己効力感 に ど の よ うな影響 を与 える か を

検討 して い る。そ の 結果，職業的 モ デ ル を もつ 学生 の 方

が職業的ア イデ ン テ ィ テ ィ 得点 が 高 く， 自己効力感の下

位尺度 の う ち行動 の積極性得点が 高い こ と が 示 さ れた 。

こ こ か ら い え る の は，身 近 な 職業 的モ デル の存在が 職業

的アイデ ン テ ィ テ ィ の 形成 を促進す る とい う こ とで あ る。

親の 働 く姿 を身近 に 見 る こ とが少 な く， 職業 も多様化 し

て い る 今 日， さ ま ざ ま な職業的モ デ ル を具体的 に つ か む

こ とが個人 に と っ て の 大 き な 課題 とな っ て お り，そ の た

めの教育的働き か けの あ り方 を検討す る必要が あ る こ と

を 示唆す る もの と い え る。
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　アイデ ン テ ィ テ ィ 研究の 多 くは青年を対象と し た もの

で あ る が ， ア イ デ ン テ ィ テ ィ の あ り方 が 問われ るの は 青

年期 に 限 ら な い 。成人期 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 発達 に 関

し て も多くの データ が蓄積さ れ つ つ あ る （Kr ・ger，2000）。

長寿化 に よ り中年期 が 人 生 の 折 り返 し 点 と み な さ れ る よ

う に な る と と も に ， 社会 的役割に大き な変化が生 じ，人

生 の 後半 に 向 け て 生活構造 の 組 み 替 え が必要 と な る中年

期 に もアイ デ ン テ ィ テ ィ の 混乱が 生 じ， ア イデ ン テ ィ

テ ィ を め ぐ る問 い が 活性 化 さ れ る と 考え ら れ る 。清水

（LUO4）は ， 中年期 の 女性 を対象 に ，子 の 巣立 ち と母親の ア

イ デ ン テ ィ テ ィ
・

ス テ イ タ ス の 関連 を検討 して い る v そ

の結果 ， わが子 の 巣立 ちを強 く認識 して い る 母親 ほ ど ，

ア イデ ン テ ィ テ ィ 達成や A − F 中間な ど高い ス テ イ タ ス

の 出現率が高い こ とが示 さ れ た。さ ら に ，フ ル タ イ ム 就

業 の 母親で は 子 の 巣立 ち が ア イ デ ン テ ィ テ ィ 達成 に つ な

が っ て い る の に 対 して 専業主婦で は逆 に ア イデ ン テ ィ

テ ィ 拡散 に つ な が っ て い る こ と ， 母親で ある こ と に よる

充実感や成長感を感 じ る な ど母親役割 を積極的 ・肯定的

に受容 して い る母親 ほ ど アイデ ン テ ィ テ ィ拡散的 で な い

こ と，子 ど も に 対 し て 密着 ・献 身的態度 を もつ 母親 ほ ど

ア イ デ ン テ ィ テ ィ 拡散的 で ある こ と， 相談 で き る友人 が

い る母親ほ ど ア イ デ ン テ ィ テ ィ 拡散が少 な い こ とな どが

確認 さ れ た 。

4 ．と くに 自己の ア イデ ン テ ィ テ ィ の発達および変容 の

　 質的な把握

　 自己 の アイデ ン テ ィ テ ィ をめ ぐる問 い が ど の よ うな形

で，い つ 頃か ら意識され る よ うに な る の か ， どの ような

時期に ， あ る い は どん な こ とが き っ か けで 活性化 され る

の か
，

そ れ は ど ん な 意味 を も つ の か と い っ た テーマ は ，

自己 の発達研究 の根幹をなす もの と い っ て よい で あ ろ う。

前項 で も自己 の ア イデ ン テ ィ テ ィ に 関 す る研究 を取 り上

げた が，こ こで は と く に 質的な研究を取 り上 げ る こ と に

し た い 。

　 天 谷 （20e4）は，「私は な ぜ私な の か」「私は なぜ他の 時

代で は な く，
こ の特定の 時代 に生 まれ た の か 」 と い っ た

問 い を自我体 験 と し，中学生か ら大学生 を対象に ， 質問

紙 に 自由記述 を加 え た 調査 を実施 し， 自我体験 が ど れ く

らい の割合 で ，
い っ 頃 か ら み られ るの か ， そ の よ うな体

験 に 意味が あ っ た と思うか ど うか ， 他者 に開示 した か な

ど を調べ て い る
。

そ の 結果 ， 自我体験 は 半数弱 が体験 し

て お り，概ね 年齢 と と も に体験率は 増加す る が ， す べ て

の 人 に み られ る わ け で は な く， 自我体験 を しや す い 人 と

そ うで な い 人 が い る こ とが 示 さ れ た 。 自我体験の初発年

齢は，小学校高学年を中心 と した 子 ど も時代 に や や多く，

自身 の 自我体験 に 意味を見 出して い る人よ りも意味づ け

を 積極的に し て い な い 人 の 方が 多い こ とが示 さ れ た e 著

者自身 も述 べ て い る よ う に
，

こ こ で は 自我体験 の 様相 を

量的に 捉え る こ と を 目的 と し て い る 。 非常に興味深 い 試

み で あ る が ，こ こ で い う自我体験 の よ うな現 象 は，質的

側面 を捉え る こ と に よ り ， そ の 独 自な様相に迫れ る もの

で あ り ，
こ う い っ た テ

ー
マ に 関 す る 質的研究 の 推進も望

まれ る。

　井伊 （PBOI2 ）は ， 前項 で 言及 した大学牛 に 対するキ ャ

リア意識の発達 の 促進 に 関連 して，キ ャ リア教育 に は 自

己 を捉え直 し再構築す る能力の 育成が 含 ま れ る と し， 口

頃何気な く行 っ て い る 自問自答 の も つ 意味 に つ い て 而接

内容 を も と に し た検討を行 っ て い る 。 そ こ で行わ れ た半

構造化面接で は ， 自問自答体験 の 時期 ，
き っ か け，答 を

出す た め に 何 か 行動 を し た か，答は 出た か ，答あ る い は

自分の 取 り組み に つ い て の 満足度 ・納得度 と い っ た 5 つ

の 質問 に対 す る 回答を求め て い る 。 ［1．II答 を検討し た結果 ，

問 い に 対 し て答 を出す た め に 何 ら か の 行動 を行 っ た 自問

自答の 方が ， た と え明確な答が 出 て い な くて も問 い に 対

す る自分 の 取 り組 み へ の 満足度 ・納得度 の 高さ に つ なが

る とい う傾向が み られ た。ま た ， 不安 な気持 ち が 自問 自

答を促 し，自問 自答に 取 り組 む こ と が不安 な気持ち を軽

減 して い る とい う働きが み られ た と して い る 。

　小沢 （PBO64） は，ア ・イデ ン テ ィ テ ィ概念を 現象学的方

法 に よ っ て解 き ほ ぐす試み に お い て ， ア イ デ ン テ ィ テ ィ

危機に お い て 失 われ て い るの は，生 きて い る自分 を納得

して 受 け入 れ る た め に必 要 な 目常生活の 中で の 居場所 で

あり ， そ の居場所に 付随す る ，
こ う して 牛 きて い る自分

を納得し て 受 け入 れ る た め の 価値 基 準 で あ る と し て い る 。

そ こで は ， 意識の底に あ る も の を問 い か ける と，
こ れ ま

で 生 き て き た居場所 や価値基準 は失 っ て も，こ の 自分 の

人生 を納得 し た も の に し た い と い う根元的な 思 い に 行 き

着 く と い う。そ の よ うな思 い を起点 と して ， こ れ ま で 生

きて き た 居場所 お よ び価値基準 と い う自分の 人 生 の軌跡

の 経緯を見 つ め ， 日常生活 の 中 で 新た なる居場所 お よび

価値基準 を探 し獲 得して い くこ とが ア イデ ン テ ィ テ ィ を

得る こ とで あ る と い う、

　榎本 （2004） は
， 自己 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ は 自己 物語 と

して保持さ れ る と す る 立場か ら ， 白己 の妥当化の た め に

は現在 の 自己 の あり方 と そ こ に 至 る 経緯 を う ま く説明す

る物語す な わ ち 白己物語 を 明確化 し ， か つ 肯定的な も の

とす る こ とが 必 要 で あ る とす る。そ こ で 行 わ れ る の は，

因果 の 連関 をつ けつ つ 時間的流 れ の 中に各エ ピ ソードを

位置 づ け ， 現在 の 自己 を明確 に定位 す る こ と で あ り，
こ

れ を自己物語化 と定義 づ けて い る。

　榎本 （PBO74 ） は，半構造化面接 に よ る語 りデータ をも

と に ， 自己物語化の メ カ ニ ズム に つ い て の検討 を行 っ て

い る。そ こ で は，親を は じ め とす る上 の 世代か ら 自分へ
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と至 る囚果 の 流れ を つ く る こ と に よ り 個人 を超 えた時間

的流れ の 中 に 自己 を定位す る手法が 多く用 い ら れ る こ と

を指摘す る と と も に ，自己物語化 の メ カ ニ ズ ム に つ い て

旨定性 （否 定 陶 ， 能 動性 （受動性 ）
， 統合性 （拡 散性） とい う

3 っ の 観点か ら，典型 的 に み られ る 自己 物語化 の バ ター

ン を類型化し て い る 。 肯定的な エ ピ ソードを も と に した

自己物語化 と否定 的な エ ピ ソードをもとに した自己物語

化に分け ， 研究者に よ る客観的視点 よりも当 人の 内的枠

組 み を重視す る と い う立場 か ら ， 前者を 「お 陰様」的自

己 物語 化 〔肯一能．ト統 D ， 「さ す が 自分 」的 自己物語化備 1

能 一
統＋ ｝，「あ ん な時 もあ っ た」的 自己物語化 （肯 ＋ 能一

統
一
）の 3 つ に 類 型 化 し

， 後者 を 「あ れ が あ っ た か ら 泊勺

自己物語化 〔
．
肯 1能 ＋統

…
）， 「な ん で こ ん な 目に 1的 自d 物

語化 （肯一能 ＋ 統一
），「ど うせ 自分 は」的 自己物語化 備

能
．

統 ） の 3 つ に類型化 し て い る 。

　中島（PFO92 ）は，非行少女 が 自己 の 生育歴 に つ い て 諮 っ

た 自己物語か ら他者に対 す る 感情 を抽 出 し， 感情 の 肯定

性 ・否定性 を もと に分類 して い る。そ の 際，家庭 ，学校，

そ の 他の 対人 場面 ， 問題行動場面 の 4 つ の 場面 に 分 け ，

各場面 に お ける感情 の 肯定性 ・否定性 の 比率を検討し て

い る 。 あ る少女 の 自己 物語 に お い て は ， 家庭 と学校で出

会う他者 に は 否定 的 ・拒否的な感情を もつ 割合が 高 く，

と くに 学校 で そ の 傾向 が 著 し く，問題 行動場面 で の他者

に は両価的で あ る がや や肯定的 ・受容的な感情を もつ 割

合が非常 に 高 い こ とが 示 され た。

　家島 （PC剛 ） は ， 大学 生 ・
大学院生 を対 象 として ， 殫

想 自己像 に 影響 を 与 え た 人物 に つ い て 尋 ね る 面接調 査 を

行 っ て い る 。 理 想自己 像 と人物 モ デ ル に 関す る 語 りをも

と に 3種類 の 関係性 お よ び 4 種類 の 意味づ け が 抽出さ れ

た 。 これ ら を も と に ，影響 プ ロ セ ス の 検討を行 い
， 好 ま

しい 他者 で あ り自己 との 類似 ・
異質 （親 近 感 ＋尊 敬 ）を特徴

と す る接近対 象 膜 範 モ デノの，類似 の み 供   を特徴 と す

る親和対象 （自己 旨定 モ デ ル ），異質の み 噂 鋤 を対象 とす

る 空 想願望 （補 償モ デ ル ）
， 好 ま し くな い 対象で ある 回避対

象 仮 面教師 モ 釣 の とい っ た 類型化 を行 っ て い る。

　田沼 （PAlo7 ）・栗 山 （Pcoo6）・広瀬 （PCoO7）・柳田 （Pc 〔〕37）

の 発表は，
一

運の 伝記分析 と な っ て い る。田沼 は ，
マ イ

ル ス ・デイ ヴ ィ ス の 創造的 人 生 を変化 へ の 希求 と し て 特

徴づ け，そ の 背後 に あ る 要因を意志力 ・主導性 ・カ ウ ン

ターア イデ ン テ ィ テ ィ の 3 つ の 観点か ら検討 し て い る。

栗 山 は，ピ カ ソの 制作活動 の エ ネル ギー源 を変革者 と し

て の ア イデ ン テ ィ テ ィ に 求め，ユ ン グ心理学 の ア ニ マ ・

ア ニ ム ス と い う概念 を用 い て
， そ の統合過程に お ける変

革者 と し て の ア イ デ ン テ ィ テ ィ 形成 に つ い て の 検討 を

行 っ て い る 。 広瀬 は ，
シ ュ ヴ ァ イ ツ ァ

ーの 実践家 と して

の ア イ デ ン テ ィ テ ィ 形成 を葛藤経験や価値構成プ ロ セ ス
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とい っ た 観点 か ら検討 して い る。柳 田 は ， フ ロ ム の 愛す

る能力 と い う観点お よ び エ リク ソ ン の 親密性 お よ び牛殖

性 の 獲得 と い っ た 観 点 か ら
， オ ・一ド リー ・ヘ

ッ プ ．バ ー
ン

の 愛す る 能力 の 発達 に つ い て の 検討を行 っ て い る c，

　 こ こ で 取 り上 げ た 質的研究 の成果を 評価す る に あた っ

て は ， 評価の軸を ど の よ う に 設定す る か に 迷 い を感 じ ざ

る を得な い 、そ の 大 き な 琿由 に は ， 質 的研 究 の 評価方法

が まだ確立 さ れ て い な い とい う こ とがあ るが ， ス ペ ース

の 問題 もあ る。具体的 な語 り を通 し て 何 らか の 知 見 を見

出 した 場 合 に ，それ を読者 に 兵有 して も ら うた め に は ，

諸 りの 場や語 りの 流 れ の 追休験が 口∫能 に な る 程度 の 分 単

の 語 りデ ー
タや それ を意味 づ け る際に 用 い た視点を提示

す る こ とが不可欠 で あ る 。 質的研究の 成果 を現在 の よ う

な 学会発表論文 の ス ペ ース で 説得力を も っ て 説明 す る と

い うの は 至難の 業で あ り，個々 の 研究発表 に 対 して もっ

と多 くの ス ペ ー
ス を提供す る必要が あ る の で は な い だ ろ

うか 。 量的研究の場合は標準化 された手法が用 い ら れ る

た め ，分析過程 の 説明 は 大幅 に 圧縮す る こ とが で き る、

しか し ， 質 的研究 の 場合 は，分析過程をあ る程度具体的

に 提示 し な い 限 り ， そ の 妥当性 を評価 す る の が 困難 で あ

り ， あ ま り に 圧縮 す る とせ っ か く丹念に行わ れ た 研究の

説得力 を奪 っ て し ま う こ と に な り か ね な い 。

　IIL人格 の 適応 ・健康

1．不適応行動 に関連す る 人格の要素および機能

　抑 うつ 傾向を示 し や す い 人格が 増 加 して い る の か ，不

適応的人格 に つ い て の 研究に は ， 抑 うつ に 関す る もの が

団立 つ
。 伊藤 ・竹中 ・

上里 （200s） は ， 抑 うつ の 代表的な

心理的要因 と さ れ る 完 全 主 義 ， 執着傾 向，そ して 抑うつ

ス キーマ の
一

つ で ある非機能的態度 を取 り上 げ，そ れ ら

3 つ の 性質 に は ネ ガ テ ィ ブ な 反 す う が 共通 要素 と し て存

在 し，そ れ が 抑 うつ を引 き起 こ す と い う仮説の も と に ，

ネガ テ ィ ブな反す うの 存在 と機能 に つ い て の 検討 を行 っ

て い る。そ の 結果 ， 完全主義， 執着傾向， 非機能的態度

と い う 3 つ の 抑 うつ 要因 の い ずれ もが ネ ガ テ ィ ブ な 反 す

う と正 の 相関関係 に あ る こ と ， お よ び ネガ テ ィ ブ な反 す

うが 高い と う つ 状態 が 引 き起 こ され やす い こ とが 示 さ れ

た
。

　抑う つ ス キ
ー

マ （非機能的態度〉が抑 うつ の 原囚 で あ る と

す る仮説 を 支持 す る研究 が 多 く み られ る
…

方 で
， 抑う つ

ス キ
ーマ は 抑 うつ に 依存 して 変化す る ，

つ ま り抑 う っ ス

キーマ は抑 う つ の 先行因子 な の で は な く抑 うつ の
一

部で

あるとする研究報告もみ られ る こ とか ら ， 最近 で は両者

の 間に 双 方向α）因果 関係が あ る と す る研究報告 もみ ら れ

るように な っ た 。 それ を ふ ま え て ， 家接 ・小玉 ・田 ヒ（2eo4）

は，抑 うっ ス キ ー
マ と抑 うつ の 問に 双 方 向の 因果 関係 が
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あ るか ど うか を検討 して い る 。 結果 と し て
， 双 方向の 囚

果関係 の 存在 を見出 して い る。

　黒 田 ・桜井 （PBOGLI） は ， 他 者か ら の 肯定的 な 評価 を求

め て 否 定的な評価 を避 けようとする評価 目標 が 抑 うつ の

発牛 に 重要 な 役割 を 果 た す とい う，動 機 づ け に 抑 う つ の

素因 を求め る モ デ ル を支持 す る 立場 か ら ， 評 価 「驃 の 発

達 メ カ ニ ズ ム に つ い て の 検討 を行 っ て い る。そ の 結果 ，

母親の 養育態度の 方が父親の 養育態度 よ り子 どもの 脆 弱

な 自己発達 と 関係 し て い る こ と，と くに 骨親の 過剰 な期

待 と 首尾
一

貴 し な い 養育行動 は条件付 き の 自己価値や 不

確か な 肖己慨念 の よ うな脆 い 自己概念 と 関係 す る こ とが

示 され た。そ し て ，母親 の 過剰 な 期待が 条件 つ き の 自己

価値 を も た ら し， そ れ が評価目標 の 形成 二 つ なが る とい

うパ ス が検吐 され て い る。

　小林 ・桜井 （PC 〔〕29．） は，防衛的悲観 十義 の 生起 プ ロ セ

ス に つ い て の 検討 を行 い ，回避 目標 を抱 く こ と は 悲観的

な心理状況 を促進 し，接近 目標お よ び熟逢 目標を抱 く こ

と は熟慮 を促 し学習行動 を促進 す る とい う結果 を得 て い

る。ただ し，熟慮が 学習行動 を促進す る こ と は 示 さ れ た

が ， 悲 観 に よ る学 習 行動 へ の ？y 響 は 示 さ れ な か っ た 。防

衛的悲観 主義 と い う概念 に 関 し て は ， そ の 生起プ ロ セ ス

に 加え て ，そ れ が もた らす効 果 ，

’
すなわ ち 防衛的悲 観主

義の機能 に つ い て も明確化 して い くこ とが ，そ の 概 念を

導入 す る こ との 必要性の ア ピール に つ なが る で あ ろ う。

　 ニ ートや フ リーター
， 早期離職 者 の 問題 が 深刻化 し つ

つ ある今日，若者の 不適応行動の代表的な もの と し て職

業選択同避が あ る 。 職業選択 を困難に して い る 人格要因

を探 り出 し， 対応 を考 え る こ と は現実的要請が き わ め て

強 い テ ーマ で あ る と 思わ れ る．こ れ に 関連 す る研究 は ま

だ少な い が ， 田 澤 （PBO52） は，過度 に 自己実現 を重 視す

る こ と が 職業不決断 と 関連す る の で は な い か との観点 に

立 ち ， 大学生 の 職業不決断 と関連す る人格要因 を順 応性

や 自己実現志向とい っ た側面か ら検討 し て い る 。 そ こ で

は ， 職業不決断は ， 情報 ・自信不足 ，
モ ラ トリア ム ，相

談希求 ， 希望関連不安，葛藤の 5 困子 で 捉え ら れ て い る。

その 結果 ， 順応性が低 い 者は順応性が 高L 者 よ り情報 ・

自信不足得点 が 高 い こ とが 示 され た 。ま た，順応性 が 低

くて自己実現 を重視す る者は希望関連不安得点が 高 く，

順応性が 低 くて 自己実現 を車視 しない 者は モ ラ トリア ム

得点 が 高か っ た。 こ こ か ρ 進 路 選 択 に あ た っ て は1頃応性

を もつ こ とが 大 切で あ る こ とがわ か る。だが ，進路 選択

に は さ ま ざまな人格的 ：要因 が 複合的 に 作用 し て い る と考

え られ ， 今後多様な視点か ら の検討がな さ れ る こ とが望

まれ る。

2．人格の適応性 ・健康性に つ なが る要因

　 人格の 適応性あ る い は健康性 の 指標 と して よ く用 い ら

れ る の は 自尊感情 で あ る ．自己関連 の 慨念 の 丿 ち 研究論

文 に お い て最も よ く用 い   れ て い る キーワード は 自尊感

情で あ る が （榎 本，2［）OO），そ れ に は Resenberg の 自尊感情

尺度が わずか 10項目か ら な り比 較尺度 と し て 用 い る の に

便利 で あ る とい っ た 事悄 も 関係 し て い る と考 え られ る。

人格 の 直応性 ・健康性 の 指標 とし て 用 い ら れる「
Pt

に は ，

自
X
．
感情得点が高い ＿とが適応 ・健康 の 徴 で あ る との 暗

黙 の 前提があるが ， 自尊感情 の 概急自材実 は それ ほ ど単

純な扱 い が許 され る も の で は な い
。 先 に T 特性的自尊嘆

情 と状魁 的自尊感情 に 分 け る こ と の 是非 に 触れ た が ，そ

の ほ か に も意識化さ れ た 自 ．9感情 と意識化さ れ て い な い

自尊感↑H を区別 す る並場 〔1’t・lham，1IeUs，＆ K ・1w 〜Ln・，1995）
，

条件付 き の 自尊感情 と真｛田 ）白浄感 「冂 に 区別す る 立蛎

〔Dec1 ＆ Rya．　n，1995）， 個 人的自専感情 と隼合的 自尊感情 に

区別 す る立蛎 〔Cr〔，c1｛er
・
＆ Luhta1、　 n，19C）o） な ど が ある。日

本文化 の も とで は，自尊感1．「沢 度 の 目 己 ドf定的項 目が 自

分に 「あて はまらない 」 と答 える 者が本当 に 自 浄：感情 が

低 い の か とし っ た 問題 も あ る。自尊感
」
［fiを キー

ワ
ード と

す る研究論文 は 多 い もの の
， 単に その 尺 宸 例 1」い た とい

う程度 の ＿とが 多く，自 皐感 「
．
H の 概念そ の もの を検討 し

た研究は意外に少 な い （榎本 ・稲本 ・榔 卜 杣壬土　 川 ）
。 し た

が っ て ，尺度を用 い る こ とで 1i尊感情を安易 に 操作 的に

用 い る だ け で な く，尺度構成 の 前提 と な る自尊感情そ の

もの の 厳密 な検討 力 必要 で あ る。

伊藤 ・
小 玉 （2005 ） は，そ う した 自酋 感情 に は 道応的 な

｛則面 と不適応的な側面ガあ り，
Rosenberg の 自尊感情 尺

度は 適応的側面 と不適応的側 面 を弁別 で き ず，そ の 適 応

的側面 に 相 当す る も の が authenticity で あ る と す る

Kernis の 指摘 に 着目 し，そ れ を自分 ら し くあ る感覚す な

わ ち本来感 と訳 し て，本来感尺度を作成 し て そ の信頼性

お よ び妥当性 を確認す る と と も に，本 表感 と 自尊感情 の

遲 い を 検討 し て い る 。 そ の 紜果 ， 本来感 も自尊感情 も と

も に 主観的幸福感 や心琿的 ウ ェ ル ビーイ ン グを促進 す る

が，ウェ ル ビ ー
イ ン グの 下位因子別 に 検討 し た と こ ろ ，

抑うつ と人⊥ に お け る 目的 に は本来感 と自尊感情の 双 方

が
， 不安 ， 人格的成長，積極的 な 他者関係 に は 本来感 の

み が，人 生 に対す る満足に は 自尊感情の み が促進的に作

用 す る こ と が 示 さ れ た 。
こ う し た 編果 は ， 自尊感 盾に 部

分的 に 重な る本来感 と い う新た な概念 の 有効性を 示 唆す

る も の で あ る と同時 に，自尊感情 とい う概念 の 再 考を促

す もの と もな っ て い る 。

　人 格 の 健康性 と関連 す る と考え られ て い る も の に ， 対

入 関係 の あ り方 を規 定 す る 内 的作 業 モ デ ル が あ る。

Bowlby の 愛着理論 に よ れ ぼ，乳幼児期 に お け る愛着対

象 との 相互作用 を通して 内的表象すなわ ち 内的作業モ デ

ル が構成 さ れ，そ れ に 某 つ い て 対人行動 が と られ る よ う
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に な る の で あ り ， そ う し て 出来 ヒが っ た対人 的枠組み は

生涯 に わ た っ て 用 い ら れ る。した が っ て ， 乳幼児期に養

育者 と の間に安定 し た愛着関係を築 くこ とが大切 で あ り，

そ れ に よ っ て青年期 や 成人期 の 対 人 関係の あ り方が 規定

され る と考え ら れ る ． そ の こ と を検証す る た め に ， 乳幼

児期 の 親 tf
”

間の 愛 着関係 と 青年期 や 成人期の 対 人 的枠組

み の 関連 を検 討す る 研究が 行わ れ て き た 。 だが ， 青年 や

成 人 の もつ 対 人 的枠組 み と そ の 時点 に お い て 測定さ れ た

乳幼児期 の 愛着関係 と の 間 に 関連 が み ら れ た と して も，

後者が前者を規定 して い る と い う保証はな い 。現在安定

した 対人的枠組み をもつ がゆえ に 過去 の 愛着関係の 振 り

返 り方が 肯定的 ・安定的な もの に な っ て い る可能性 も拭

え な い
。

　 こ の ような問題 に関連 し て 山岸 （2004）は，女 子 短大生

を対象 に ， 現在の 対人 的枠組 み の あ り方 と過去 の 対 人 的

経験 の 捉 え方 との 関連 を検討 して い る 。 現在の対人的枠

組 み も過去 の 対 人 的経験 も，愛着関係 が安定 ・ア ン ビ バ

レ ン ト ・回避 の い ずれ で あ るか と い っ た観点か ら の評定

が な さ れ た．結 果 と し て ， 現 在 の 対人関係 に 関す る 3 っ

の枠組み の うち ， 安定的枠組 み は生育史に み られ る母親

や 友人 との 安定愛着 と正 の ，回避関係 と負の 関係 に あ り，

回避的枠組み は母親や友人 との 回避関係 と正 の ，友人 と

の 安定愛着 と負 の 関係 に あ っ た が ，不安枠組み で は あ ま

り関係は み ら れ な か っ た 。 ま た
， 現在の 対人 的枠組 み と

自らの 生育史 に つ い て の 語 りの 関連は，現在の枠組み の

安定性 が 低 い 群 に お け る方が 強 く ， と くに 回避群 の 語 り

に は問題 があ る もの が 多 くみ られ た。この よ う な結果か

ら ， 現在 の 対人 的枠組み の 安定性が 低 い 者は 生育史上 の

対人的経験 を否定的 に捉 える傾向がある と され た 。 だが ，

そ の ような 傾向 が ，現在 の 対 人 的枠組み に よ っ て 過去 の

対人的経験の再構成の 仕方が影響された結果 もた らされ

た の か ，それ と も過去 の 対 人的経験の あ り方が現在の 対

人的枠組 み の 形成を規定し て き た結果 もた ら さ れた の か

は わ か ら な い 。そ の あた り を明確 に す る に は，山岸 も指

摘す る よ うに，縦断的方法を用い る な どの 工 夫 が 必要 と

な る 。

　成 人 に お い て も安定 した 愛着関係を もつ こ とが個人 の

ウ ェ ル ビーイ ン グや対人 関係、ヒの 満足感 を促 進す る と

い っ た 知 見 を も と に
， 田中 （PBO66 ） は ， 大学生 を対 象

に ，母親
・
父親 ・親友 ・恋人 とい う 4種類 の 対象 との 間

の 愛着の 安定度 と ウ ェ ル ビーイ ン グ の 関連 を検討 し て い

る。その 結果 ， 母親 との 安定 し た愛着は人生 に 対す る 満

足感 と正 の 関係 が あ り，父親 と の 安定し た愛着は 生 き る

こ と へ の 疲れ と負 の 関係 が あ っ た が ， 全般的に両親 との

安定 した 愛着は ウ ェ ル ビ
ー

イ ン グ と あま り関係が なか っ

た 。 それ に 対 して ，親友 や恋人 と の 安定し た愛着は ほ と

ん ど の ウ ェ ル ビーイ ン グ の 尺度 と関係 して い た 。
こ の よ

うな結果 は，大学生 と い う 年代 が 主 た る親密な関係の 相

手 が 両親 か ら親友や 恋人 とい っ た横の関係 へ と移行 し て

い く時期 に相 当す る こ と を反映 す る もの と い え る 。た だ

し，幼 児期 に 形成 さ れ た 養育者と の 問の 愛着関係が 青年

期や 成人期以 降の 人 間関係 の あ り方 の 基礎 と な る と い う

．見方 に 代表 さ れる よ うに ，愛着 とい う も の は 人格構造に

深 く浸透 す る も の と して 捉 えられ て い る。そ うで あるな

ら ， 青年期 に 親友関係 や 恋人関係 が 発達 す る に っ れ て 親

子尉係の 比重 が軽 くな る とい っ た側面を捉え る の に愛着

と い う概念や 尺度を用 い る の が 最適 で あ る の か ど う か も

一
考す べ き 問題 で あ ろ う 。

　茂 竡 （2005 ）は ， 何 か に 向 か っ て 方向 づ け ら れ て い ろ 人

格す なわ ち志向性 が 高 い 人格を ， 志向性 が 高 くk 体的に

［〜し た い 」 と考 え 葛藤 が 少 な い 自我理 想型人格 と，志向

件が高 い が 「〜しな け れ ばな ら な い 」 と考え て し ま い 自

ら の 主体性 を自由 に 発揮す る こ とが で きな い 超 自我型 人

格に 類型化 し ， 両 タ イプ の 特徴 を測定す る尺度 を作成 し，

そ の 信頼性 ・妥当性 を検討す る と と もに ， 精神的健康性

の指標 と の 関連 を検討 し て い る。尺度 は，志 向性因子 と

べ きの 専制囚子 か ら な り，自我理 想型 人格 は志 向性が 高

くべ き の 専制が低 い タ イ プ
， 超 自我型人格 は 志 向性 が 高

くべ きの 専制 も高 い タ イプ と特徴づ け ら れ る 。 違和感の

な さ ， 自尊心 ， 充実感 と い っ た 精 神的健康性 の 指標 と の

関連 を み る と
， 志向性 は それ ら と正 の 相 関を示 し，べ き

の 専制 は そ れ ら と概ね 負の 相関を 示 し た 。
こ れ に よ り ，

同じ く何か に強 く方向づ けられ て は い て も，べ きに 縛 ら

れ て い る か ，柔軟で 主体性を保 っ て い る か で健康な人格

と そ うで な い 人格に分か れ る こ とが確認 された。

お わ りに

　以上 の よ う に こ の 1年間 の 入格領域 の 研究 に つ い て の

概観 を行 っ て き た が ， そ れ を通し て感 じ た こ と を最後 に

い くつ か あげて お きた い 。

　第
一

に ，人格 の さ ま ざ ま な側面 を測定す る尺度が 盛 ん

に開発 さ れ て い る が，異 な る概念名称 の 尺度 が似た よう

な側面 を測 っ て い た り，同 じ よ う な概念名称を 冠 し て い

る 尺度が ま っ た く異な る構成に な っ て い るな ど， 相万 の

関連が不明な ま ま に 尺度 が 乱 立 気味 で あ る よ う に 感 じ ら

れ る 。 同 じ概念を捉え る 尺度で あ る な ら同じ よ うな構成

を と る の が 自然 で あ り，あ えて 異 な る 構成を と る も の が

並立 する場合 は そ れ ぞ れ の 特徴や 用途の 違 い が 比較を も

と に 明示 さ れ て い る の が望 ましい 。そ うし た観 点 か ら の

尺度 の 整備 が 必 要 で あ ろ う。

　第二 に ，尺度 の 問題 と重 な る が ， 人格 の 特定 の 側面 を

表す概念 も乱立 気味 で あ る よ うに 感 じ られ る、 2変数間
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の 相関が潜在 し て い る第 3 の 変数に よ っ て もた らされ て

い る場 合が あ る の と 同様 に，あ る人格概念 （変 数）に よ っ

て 説明 さ れ て い る 行動特徴 が ， 実は その 概 念 を用 い な く

て も別 の 概念で 適切 に 説明可能 で あ る こ と も あ り う る。

し た が っ て ， 個々 の 概念の 検 討を精密 に行 っ て い くこ と

が 大切 で ある。人格 を表す諸概念が 整備さ れ ，概念間 の

関連 も明確化 され る こ と に よ り，個人 の 行 動 を状況 と の

関係 に お い て 説明 で き る 人格構造 を明示 で き る よ う に な

り， 諸概念を表す 変数 を素材 に 個人 の 人格 を体系的 に記

述 し理 解で きる ように な る こ と が期待 で きる。
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