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は じ め に  
 日 常 生 活 の 大 半 を 友 人 と 過 ご し ， 学 校 生 活 を 楽 し く 送 る た め

の 要 因 と し て 友 人 関 係 が 非 常 に 重 要 視 さ れ や す い (古 市 ・ 玉 木 ，

1 9 9 4 )青 年 期 は ， 理 想 の 友 人 と の 付 き 合 い 方 や 現 実 の 友 人 と の

付 き 合 い 方 を 意 識 し や す い 時 期 で あ る 。 学 校 生 活 に お い て 教 室

に 居 づ ら く 保 健 室 登 校 を し て い る 生 徒 の 理 由 と し て は 友 人 関 係

の 問 題 が 7 3 . 5％ と 非 常 に 大 き な 位 置 を 占 め て い る (神 保 ・ 須 々

木・中 島・吉 川 ， 1 9 9 6 )。ま た ，高 井 ( 2 0 0 8 )が ，青 年 期 の 人 間 関

係 の 悩 み を 自 由 回 答 で 調 査 し て い る が ， 恋 愛 関 係 と 同 じ く ら い

友 人 関 係 で 悩 ん で い る も の が 多 く ， 特 に 女 子 で は 友 人 関 係 の 悩

み を 抱 え て い る も の が 一 番 割 合 的 に 多 く な っ て い た 。 こ の よ う

に ， 友 人 と の 良 好 な 関 係 を 築 く こ と は 青 年 期 の 重 要 な テ ー マ と

い え る 。  
 友 人 関 係 に お い て 多 く の 者 は 出 来 る こ と な ら ば ， 相 手 と 何 で

も 分 か り 合 い た い ， 相 手 に 自 分 の 思 っ た こ と を 言 い た い ， と 望

む だ ろ う 。 落 合 ・ 佐 藤 ( 1 9 9 6 )は ， 特 に 女 子 の 場 合 同 性 の 友 人 と

理 解 し あ い ， 共 感 し 共 鳴 し 合 う と い っ た 関 係 を 望 ん で い る と 推

察 し て い る 。 し か し ， 実 際 は 自 分 の 思 い 描 く 友 人 と の 付 き 合 い

方 が 出 来 ず ， 実 際 に 自 分 が 認 識 し て い る 付 き 合 い 方 と の 差 異 を

感 じ る こ と が 多 い 。  
 友 人 関 係 に お い て の み な ら ず ，理 想 と 現 実 の 差 異 の 大 き さ や ，

ま た そ の 差 異 を ど の 程 度 重 く と ら え る の か と い う の に は 個 人 差

が あ る 。 そ こ で ， 本 研 究 で は 友 人 関 係 に お け る 理 想 と 現 実 の 差

異 を 中 心 に 研 究 を 進 め て い く 。  
友 人 関 係 に お け る 理 想 と 現 実 の 差 異 の 大 き さ に つ い て ， 研 究

１ で は I n t e r n a l  Wo r k i n g  M o d e l（ 以 下 I W M） と 関 連 さ せ て 検

討 す る 。 さ ら に ， 友 人 関 係 に お け る 理 想 と 現 実 の 差 異 の 感 じ 方

を 研 究 2 で は ，信 頼 感 ，自 己 意 識 特 性 ，と 関 連 さ せ て 検 討 す る 。

そ の た め に ， 研 究 １ ・ 2 の そ れ ぞ れ に お い て ， I W M， 基 本 的 信

頼 感 ， 自 己 意 識 特 性 が 理 想 と 現 実 の 友 人 関 係 に 与 え る 影 響 を 検

討 し ， そ の 後 そ れ ぞ れ の 特 性 が 友 人 関 係 の 理 想 と 現 実 の 差 異 に

ど れ ほ ど 影 響 を 与 え て い る の か を 検 証 し て い く 。  
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第 1 章  友人関係について  
 

1 節  青 年 期 の 友 人 関 係 に つ い て  第

青 年 期 は 第 二 次 性 徴 に 伴 い ， 親 か ら 心 理 的 に 離 れ る よ う に な

り ， 大 人 や 社 会 へ の 反 抗 が 見 え 隠 れ す る 時 期 で あ る 。 そ の 中 で

一 日 の 大 半 を 友 人 と 過 ご す よ う に な り ， 重 要 な 相 談 や 悩 み 事 を

親 な ど の 大 人 に 話 す よ り も ， 友 人 に 話 す こ と の 方 が 増 え る 。 特

に ， 年 齢 が 増 す に つ れ ， 遊 び 仲 間 か ら 特 定 の 友 人 と し て の つ き

あ い に 変 化 し て い く 過 程 で は ， お 互 い に ぶ つ か り あ い ， 傷 つ く

こ と も あ る 。 青 年 期 の 友 人 関 係 に お い て ， 青 年 自 身 の 成 長 に つ

れ て ， 自 分 で 考 え ， お 互 い に 満 足 で き る よ う に 友 人 と の つ き あ

い 方 が 変 わ っ て い く こ と が 必 要 に な る 。D a m o n（ 1 9 8 3）は ，青

年 期 の 友 人 関 係 は ， 活 動 や 物 の 共 有 を 中 心 と し た 関 わ り を す る

児 童 期 と は 異 な り ， 内 的 体 験 の 共 有 や 友 人 に 対 す る 忠 誠 や 親 密

性 を 中 心 と し た 関 係 に 変 化 す る と 述 べ て い る 。 特 に ， 年 齢 が 増

す に つ れ て 内 面 的 な つ き あ い を 求 め ， よ り 深 く 友 人 と 関 わ る よ

う な つ き あ い 方 へ と 変 化 し て い く こ と が 分 か っ て い る （ 落 合 ・

佐 藤 ， 1 9 9 6； 榎 本 ， 1 9 9 9； 榎 本 ， 2 0 0 0）。 友 人 と 深 く 関 わ っ て

い く こ と で ， 信 頼 関 係 を 築 き ， 自 分 を 見 つ め 直 す 機 会 を 持 つ こ

と と な る が ， 一 方 で 友 人 と の 関 係 の 悪 化 や ト ラ ブ ル が 生 じ る こ

と も 多 い 。  
学 校 生 活 に お け る 満 足 感 に 関 し て も ， 友 人 関 係 が 上 手 く い っ

て い る か い っ て い な い か が 非 常 に 大 き な 位 置 を 占 め て い る 。 高

校 生 に 関 す る 調 査 に お い て ， 親 し い 友 人 と 一 緒 に い る 時 が 学 校

で 最 も 充 実 し て い る と 感 じ る 時 で あ る と お よ そ 八 割 の 人 が 挙 げ

て い る （ 財 団 法 人 日 本 青 少 年 研 究 所 ， 2 0 0 4）。 加 え て ， 学 校 へ

行 き た く な い 理 由 に つ い て ，『 友 人 関 係 』を 挙 げ る 人 が 多 く ，友

人 関 係 の 悪 化 に よ り 不 登 校 の 問 題 に も 発 展 す る ほ ど （ 文 部 科 学

省 ， 2 0 0 8）， 学 校 生 活 を 有 意 義 に 過 ご せ る か に つ い て 友 人 関 係

が 重 要 で あ る こ と が わ か る 。 一 日 の 大 半 を 学 校 で 過 ご し ， 同 年

代 の 青 年 と 関 わ る こ と が 多 い 青 年 期 は ， 親 な ど の 大 人 と の 関 係

よ り も 友 人 と の 親 密 な 関 係 を 築 け る の か が ， 非 常 に 心 を 砕 く 問

題 と し て 挙 げ ら れ る の で あ る 。  
ま た ， 青 年 期 は 自 分 自 身 に 対 す る 関 心 が 高 ま り ， 他 者 と の 関

係 を 通 し て 自 己 概 念 を 獲 得 し ， ア イ デ ン テ ィ テ ィ が 確 立 さ れ て
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い く 時 期 で あ る 。 そ の よ う な 時 期 に お い て ， 友 人 は 重 要 な 他 者

と し て 位 置 づ け ら れ る 。 青 年 は 友 人 と 親 密 な 関 係 を 築 い て い く

中 で ，自 分 を 相 対 化 し ，自 己 を 深 め て い く (加 藤・高 木 ，1 9 9 7 )。  
E r i k s o n ( 1 9 6 4 )は 発 達 段 階 ご と の 課 題 を 挙 げ て い る が ， そ の

理 論 に お け る 青 年 期 の 課 題 は ，「 ア イ デ ン テ ィ テ ィ 」対「 ア イ デ

ン テ ィ テ ィ の 拡 散 」 と し て い る 。 こ れ ら の 危 機 を 乗 り 越 え て い

く こ と で ， 健 全 な 人 格 形 成 に 繋 が る と し て い る 。 し か し ， 青 年

期 の み な ら ず ア イ デ ン テ ィ テ ィ は そ の 人 の 人 生 全 般 に 関 わ る 課

題 と 捉 え て い る 。 ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 確 立 に は 友 人 に 対 す る 信

頼 感 や 友 人 と の 関 係 に 対 す る 安 定 感 が 重 要 で あ る と さ れ て お り

(宮 下 ， 1 9 9 8 )， 特 に 女 子 に つ い て は 青 年 期 の 課 題 で あ る ア イ デ

ン テ ィ テ ィ の 確 立 に と っ て 友 人 関 係 が 重 要 で あ る と い え る 。 し

か し 一 方 で ，現 代 青 年 の 特 徴 で あ る「 傷 つ き た く な い 」「 嫌 わ れ

た く な い 」 と い う 思 い か ら ， 自 分 の 思 っ た こ と や 感 じ た こ と を

出 せ な い こ と が ， 自 己 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ 感 覚 を 確 た る も の に

す る こ と に ネ ガ テ ィ ブ な 影 響 を 与 え て い る と い う 指 摘 も あ る

（ 大 崎 ， 2 0 0 3）。  
 現 代 青 年 の 友 人 関 係 に 関 す る 特 徴 に つ い て は 次 節 で 述 べ る こ

と と す る 。  
 

2 節  現 代 青 年 の 友 人 関 係 に 関 す る 諸 説  第

現 代 青 年 の 友 人 関 係 は ， 対 人 関 係 の “ 希 薄 化 ” に よ っ て 変 化

し た と い う 指 摘 が あ る 。“ 希 薄 化 ”と は ，相 手 と 深 く 関 わ る こ と

を 避 け 表 面 的 な 付 き 合 い 方 を す る よ う な 付 き 合 い 方 で あ る 。“ 希

薄 化 ” の 特 徴 と し て 深 い と こ ろ で 関 わ る こ と を 避 け ， 表 面 的 な

楽 し さ を 求 め て 群 れ る 傾 向（ 岡 田 ， 1 9 9 5）や ，自 分 が 傷 つ く こ

と を 避 け 友 人 が 悩 ん で い る 時 に は そ っ と し て お く こ と が や さ し

さ で あ る と 考 え る 傾 向（ 白 井 ， 2 0 0 6）な ど が 挙 げ ら れ る 。こ の

よ う に ， 相 手 に 深 く 立 ち 入 ら ず 楽 し い こ と を 追 求 し た 友 人 と の

付 き 合 い 方 が 青 年 の 間 で 進 ん で い る と い わ れ る 。  
現 代 青 年 の 友 人 関 係 つ い て ，岡 田（ 1 9 9 5）は 群 れ 志 向 ・ 不 介

入（ 傷 つ き た く な い ）・評 価 懸 念・ふ れ あ い 恐 怖 症 と い っ た 特 徴

を 抽 出 し て い る 。 ま た ， 青 年 期 の 友 人 関 係 に お け る ジ レ ン マ の

研 究 を 通 し て ，「 相 手 を 傷 つ け た く な い 」「 相 手 に 寂 し い 思 い を

さ せ た く な い 」と い う 動 機 よ り も ，「 自 分 が 傷 つ き た く な い 」「 自
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分 が 寂 し い 思 い を し た く な い 」 と い う 思 い の 方 が 強 い こ と が 明

ら か に さ れ て い る （ 藤 井 ， 2 0 0 1）。  
 そ れ で は ， 現 代 青 年 自 身 は 自 分 の 付 き 合 い 方 を ど う 考 え て い

る の か と い う と ， 青 年 自 身 は そ う し た 関 わ り を 理 想 と し て い る

わ け で は な く ， 特 に 理 想 と し て 内 面 的 な 関 係 を 求 め て い る こ と

が 示 さ れ て い る （ 岡 田 ， 1 9 9 9）。 財 団 法 人 日 本 青 少 年 研 究 所 の

友 人 関 係 に 関 す る 調 査 に よ る と ，「 お 互 い の 心 を 打 ち 明 け あ う 」

と い う 付 き 合 い 方 を す る 高 校 生 は 8 0％ 近 く で あ っ た 。こ の 結 果

か ら ， 現 代 青 年 自 身 は 友 人 と 内 面 を 見 せ 合 っ て 付 き 合 っ て い る

と 考 え て い る 人 が 多 い こ と が 分 か る 。 こ れ に 対 し て ， 現 代 青 年

が 友 人 関 係 の 「 希 薄 化 」 を ど う と ら え て い る か に 関 す る 研 究 が

あ る が ， 自 分 の 本 心 が 言 え な い 時 や 相 手 が 本 心 を 話 し て く れ な

い 場 合 は ，「 希 薄 化 」し た と 考 え ，自 己 開 示 の 交 換 が 親 密 さ の 確

認 に と っ て は 必 要 で あ る と 認 識 し て い る （ 白 井 ， 2 0 0 6）。 こ の

研 究 と 合 わ せ て 考 え る と ， 現 代 青 年 自 身 が 自 分 の 友 人 と の 付 き

合 い 方 が “ 希 薄 化 ” し て い る と は あ ま り 捉 え て い な い こ と が 分

か る 。 榎 本 （ 1 9 9 9） は ， 中 学 ・ 高 校 ・ 大 学 の ど の 段 階 で も ， 親

し い 友 人 と の 間 で は ， 自 分 の 意 見 を は っ き り と 伝 え ， 一 緒 に い

て も 自 分 の 意 見 で 行 動 し ， 友 人 を 信 頼 し て 安 定 し た 関 係 が あ る

と 示 唆 し て い る 。  
し か し ， 一 方 で 友 人 に 対 し て 深 く 関 わ る こ と を 避 け る よ う な

付 き 合 い 方 を し て い る 傾 向 が 見 ら れ る 。 友 人 に 対 し て 高 校 生 の

半 数 が 「 そ の 場 は 楽 し く や っ て い る が ， 気 持 ち が 通 い 合 っ て い

な い 」 と 感 じ る こ と が 「 よ く あ る 」「 時 々 あ る 」 と 感 じ ， ま た ，

「 自 分 を 犠 牲 に し て で も 相 手 に 尽 く す 」 付 き 合 い 方 を し て い る

人 は わ ず か 全 体 の 3 0％ 近 く に し か あ が ら な か っ た 2 )。 こ の よ

う に ， 自 分 は 自 分 ， 他 人 は 他 人 と 考 え ， 相 手 に 働 き か け な い こ

と が ご く 普 通 の 接 し 方 で あ る（ 松 井 ， 1 9 9 0）と 考 え て い る 傾 向

が う か が え る 。  
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3 節  友 人 関 係 の 理 想 と 現 実 の 差 異 に つ い て  第

友 人 関 係 に お い て 多 く の 者 は 出 来 る こ と な ら ば ， 相 手 と 何 で

も 分 か り 合 い た い ， 相 手 に 自 分 の 思 っ た こ と を 言 い た い ， と 望

む 。 特 に 女 子 の 場 合 同 性 の 友 人 と 理 解 し あ い ， 共 感 し 共 鳴 し 合

う と い っ た 関 係 を 望 ん で い る（ 落 合 ・ 佐 藤 ， 1 9 9 6）と 言 わ れ て

い る 。 し か し ， 実 際 は 自 分 の 思 い 描 く 友 人 と の 付 き 合 い 方 が 出

来 ず ， 実 際 に 自 分 が 認 識 し て い る 付 き 合 い 方 と の 差 異 を 感 じ る

こ と が 多 い 。  
友 人 関 係 の み な ら ず ， 私 た ち は 様 々 な 場 面 で 理 想 と 現 実 の 差

異 を 感 じ る が ， そ も そ も ど の よ う な 時 に 理 想 と 現 実 の 差 異 が 生

じ る で あ ろ う か 。 人 は ， 自 分 自 身 に 注 意 や 意 識 が 向 く と 自 己 を

評 価 す る 。 こ の 自 己 評 価 の 過 程 で 理 想 と 現 実 の 差 異 を 感 じ や す

い ( D u v a l , S . & Wi c k l u n d , R . A . , 1 9 7 2 )。 例 え ば ， 鏡 で 自 分 を 見 た

と き や ， 親 し い 友 人 が 成 功 し た 話 を 聞 い た と き な ど ， 自 己 に 注

意 が 向 く よ う な 出 来 事 が 行 っ た と き な ど に ， 自 己 の 現 実 と 理 想

の 差 異 を 意 識 す る よ う に な る 。 そ し て ， 自 己 の 現 実 と 理 想 の 不

一 致 が 大 き い ほ ど ， 負 の 自 己 評 価 が 生 じ ， 結 果 的 に 不 快 感 情 が

生 ま れ る 。 そ の た め ， 一 般 的 に 自 己 の 理 想 と 現 実 の 差 異 を 大 き

く 認 識 し た 時 ， 不 満 感 情 が 大 き く な る と い え る 。 特 に 自 分 に 意

識 の 向 き や す い 青 年 期 は ， 自 己 評 価 が 頻 繁 に 行 わ れ ， 理 想 と 現

実 の 差 異 に 悩 ま さ れ て い る と 考 え ら れ る 。 さ ら に ， 青 年 期 は 第

1 節 で も 述 べ た よ う に ， 友 人 と の 付 き 合 い が 非 常 に 彼 ら に と っ

て 重 要 な 位 置 を 占 め て い る 。 青 年 期 の 中 心 的 な 対 人 関 係 で あ る

友 人 関 係 に お い て ， 友 人 と の 適 度 な 距 離 を 保 つ と い う 課 題 は い

ま だ 模 索 の 段 階 に あ り （ 藤 井 ， 2 0 0 1）， 深 く 関 わ り た い ， で も

そ れ が 出 来 な い と い う 理 想 と 現 実 の 差 異 が 生 ま れ や す い こ と が

予 想 さ れ る 。  
友 人 関 係 の 理 想 と 現 実 の 差 異 に つ い て 扱 っ た 研 究 と し て は ，

友 人 関 係 の 理 想 と 現 実 の 差 異 を 自 己 受 容 や 友 人 関 係 の 満 足 感 か

ら 検 討 さ れ た も の が あ る （ 吉 岡 ， 2 0 0 1）。 そ の 結 果 ， 友 人 関 係

の 理 想 と 現 実 の 差 異 が 大 き い 者 ほ ど ， 友 人 関 係 の 満 足 感 が 低 く

な っ て い た 。 こ の よ う に ， 友 人 関 係 に お い て 理 想 と 現 実 の 差 異

は 友 人 関 係 の 満 足 度 に 影 響 に 関 係 し て い る 。 し か し ， 友 人 関 係

の 理 想 と 現 実 の 差 異 が 大 き く て も ， 自 己 受 容 が 出 来 て い る と 友

人 関 係 の 満 足 感 が 高 く な る と い う 結 果 も 得 て い る（ 吉 岡 ，2 0 0 1）。
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こ の こ と か ら ， 友 人 関 係 の 理 想 と 現 実 の 差 異 の 大 き さ だ け で 友

人 関 係 の 満 足 感 を 語 る こ と が 出 来 な い こ と も 明 ら か に な っ た 。

そ の た め ， 理 想 と 現 実 の 差 異 が 大 き く と も 自 己 受 容 感 な ど の 別

の 要 素 が 関 連 す る こ と で ， 差 異 が 生 じ て も 特 に 青 年 に と っ て 大

き な 問 題 に な ら な い と い う こ と が 推 察 さ れ る 。  
友 人 関 係 の 理 想 と 現 実 の 差 異 の 大 き さ だ け で な く ， そ の 他 の

要 素 も 含 め て ， 青 年 の 理 想 と 現 実 の 差 異 の 感 じ 方 に つ い て 考 え

て い か な け れ ば な ら な い 。 本 研 究 で は ， 友 人 関 係 の 理 想 と 現 実

の 差 異 に 着 目 し て 研 究 を 進 め て い く 。  
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第 2 章  Internal  Working Model  (  IWM )  
 
第 1 節  Interna l  Work ing  Mode l（ IWM） と ア タ ッ チ メ

ン ト 理 論  

 I n t e r n a l  Wo r k i n g  M o d e l（ 以 下 ， I W M） は ， 日 本 で は 「 内 的

作 業 モ デ ル 」 と も 呼 ば れ ， 主 に 乳 幼 児 期 の 母 子 関 係 を 中 心 と し

て ，発 達 段 階 ご と に 徐 々 に 形 成 さ れ て い く 。 I W M は ，も と も と

認 知 心 理 学 者 で あ る C r a i k（ 1 9 4 3） の 考 え に 見 ら れ る と 言 わ れ

て い る（ B r e t h e r t o n，1 9 8 5）。C r a i k（ 1 9 4 3）の 考 え を ，B o w l b y
が ア タ ッ チ メ ン ト の 現 象 に 適 用 し た 。 B o w l b y（ 1 9 6 9， 1 9 7 3）

に よ れ ば ， 子 ど も は 主 に 養 育 者 で あ る 母 親 と の や り 取 り を 通 し

て ， 自 分 や 他 者 が ど の 程 度 期 待 で き る 存 在 で あ る の か と 言 っ た

心 的 な 表 象 モ デ ル を 形 成 し ， こ れ ら の モ デ ル に 支 え ら れ て ， 人

は 種 々 の 出 来 事 を 知 覚 し ， 未 来 を 予 測 し ， 自 分 の 行 動 の 計 画 を

立 て る の だ と い う 。 一 旦 構 成 さ れ た I W M は 大 き な 出 来 事 が な

い 限 り 修 正 さ れ る こ と は な い た め ，特 に 生 後 6 ヶ 月 か ら 5 歳 く

ら い ま で に 構 成 さ れ た I W M が ， そ の 後 の 人 生 に お い て 重 要 な

意 味 を 持 つ 。 そ れ を 支 持 す る 研 究 と し て ， H a z a n ＆ S h a v e r
（ 1 9 8 7）の 成 人 の 愛 着 理 論 に 関 す る 研 究 が 挙 げ ら れ る 。 H a z a n
＆ S h a v e r（ 1 9 8 7） は ， 形 成 さ れ た I W M が そ の 後 の 対 人 関 係 ス

タ イ ル に 影 響 を 与 え て い る こ と が 明 ら か に し て い る 。  
 I W M は 養 育 者 と の 相 互 関 係 の 中 で ，形 成 さ れ て い く も の で あ

る が ， 養 育 者 と の 間 の 愛 着 の 質 に よ っ て ， 形 成 時 に 個 人 差 が 生

ま れ る 。そ こ で ，A i n s w o r t h , M . D . S . , B l e n a r, M . C . ,  Wa t e r s , E , a n d  
Wa l l , S（ 1 9 7 8） は 愛 着 の 個 人 差 を 測 定 す る た め に ，“ ス ト レ ン

ジ ・ シ ュ チ ュ エ ー シ ョ ン 法 （ S t r a m g e  S i t u a t i o n  P r o c e d u r e :以
下 ，S S P）”と い う 実 験 的 な 手 法 を 考 案 し た 。S S P と は ，乳 児 を

新 奇 な 実 験 室 に 呼 び ， 見 知 ら ぬ 人 と 対 面 さ せ た り ， 養 育 者 （ 主

に 母 親 ） と 分 離 さ せ た り す る こ と で ， 乳 児 が ス ト レ ス を 感 じ た

際 に ど の よ う な 反 応 を 取 る の か を 観 察 し よ う と す る 実 験 方 法 の

こ と で あ る 。 S S P は 8 つ の 場 面 か ら な る が ，そ の 方 法 に つ い て

は 以 下 の よ う に な っ て い る 。  
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＜ S S P の 8 場 面 ＞  
①  実 験 者 が 母 子 を 室 内 に 案 内 ， 母 親 は 子 ど も を 抱 い て 入 室 。

実 験 者 は 母 親 に 子 ど も を 降 ろ す 位 置 を 指 示 し て 退 室 。（ 3 0 秒 ）  
②  母 親 は 椅 子 に 座 り ，子 ど も は お も ち ゃ で 遊 ん で い る 。（ 3 分 ） 
③  ス ト レ ン ジ ャ ー が 入 室 。 母 親 と ス ト レ ン ジ ャ ー は そ れ ぞ れ

の 椅 子 に 座 る 。（ 3 分 ）  
④  一 回 目 の 母 子 分 離 。 母 親 は 退 出 。 ス ト レ ン ジ ャ ー は 遊 ん で

い る 子 ど も に や や 近 づ き ， 働 き か け る 。（ 3 分 ）  
⑤  一 回 目 の 母 子 再 会 。 母 親 が 入 室 。 ス ト レ ン ジ ャ ー は 退 出 。

（ 3 分 ）  
⑥  2 回 目 の 母 子 分 離 。 母 親 も 退 出 。 子 ど も は 一 人 残 さ れ る 。

（ 3 分 ）  
⑦  ス ト レ ン ジ ャ ー が 入 室 。 子 ど も を 慰 め る 。（ 3 分 ）  
⑧  二 回 目 の 母 子 再 会 。 母 親 が 入 室 し ス ト レ ン ジ ャ ー は 退 出 。

（ 3 分 ）  
 

こ の 観 察 実 験 の 結 果 ， A i n s w o r t h ら（ 1 9 7 8）は 乳 児 の ア タ ッ

チ メ ン ト の 質 を 大 き く 3 つ に 分 類 す る こ と が 出 来 る こ と を 示 し

た 。3 つ の パ タ ー ン は ，A タ イ プ が 回 避 型 ，B タ イ プ が 安 定 型 ，

C タ イ プ が ア ン ビ バ レ ン ト 型 で ， そ れ ぞ れ の パ タ ー ン の 行 動 特

徴 に つ い て は 以 下 の よ う に な っ て い る 。  
 
A タ イ プ （ 回 避 型 ）  

養 育 者 と の 分 離 の 際 に ， さ ほ ど 混 乱 や 困 惑 し た 様 子 を 示 す こ

と が な い 。 そ し て ， 養 育 者 が 戻 っ て き て も 喜 ん で 受 け 入 れ る こ

と な く ， む し ろ 避 け よ う と し た り ， よ そ よ そ し く し た り す る 様

子 が あ る 。 ま た ， 実 験 室 内 で は ， 養 育 者 と 関 わ る こ と な く 行 動

す る こ と が 多 い 。  
 
B タ イ プ （ 安 定 型 ）  
 養 育 者 と の 分 離 時 に ， 多 少 泣 い た り 混 乱 し た り す る が ， 再 会

時 に は 養 育 者 と 積 極 的 に 身 体 接 触 を 持 と う と す る こ と で ， 徐 々

に 落 ち 着 き が 見 ら れ る 。 ま た ， 実 験 室 内 で は 母 親 を 安 全 基 地 と

し て 探 索 す る 様 子 が 見 ら れ る 。  
C タ イ プ （ ア ン ビ バ レ ン ト 型 ）  

 11



 分 離 時 に 非 常 に 強 い 不 安 や 混 乱 を 起 こ す 。 再 会 時 に は ， B タ

イ プ 同 様 に 身 体 的 接 触 を 積 極 的 に 求 め る が ， 一 方 で 怒 り な が ら

養 育 者 を 叩 い た り す る 。 全 般 的 に ， 行 動 す る 際 に 用 心 深 く な り

不 安 定 な 様 子 を 見 せ る 。 ま た ， 母 親 を 安 全 基 地 と し て ， 探 索 活

動 を 行 う こ と が 出 来 な い 。  
 
 そ し て ，A i n s w o r t h ら（ 1 9 7 8）は こ れ ら の 愛 着 パ タ ー ン が I W M
の 個 人 差 と な っ て い る と 仮 定 し て い る 。 内 在 化 さ れ た 表 象 レ ベ

ル で の 愛 着 を 表 し て い る I W M に よ り ， こ の よ う な 行 動 の 個 人

差 に 結 び つ い て い る の で あ る 。  
ま た ， そ れ ぞ れ の タ イ プ に よ る 他 者 と 自 己 の と ら え 方 の 違 い

に つ い て ，例 え ば A タ イ プ の 回 避 型 を 示 す 子 ど も は ，一 般 的 に

他 者 は 拒 否 的 で 援 助 を 期 待 で き な い 存 在 で あ る と 認 識 を し て い

る 。ま た ，B タ イ プ の 安 定 型 を 示 す 子 ど も は ，他 者 は 好 意 的 で ，

か つ 自 己 は 援 助 さ れ る 価 値 の あ る 存 在 で あ る と 認 識 を も ち ， C
タ イ プ の ア ン ビ バ レ ン ト 型 を 示 す 子 ど も は ， 他 者 に 対 し て 両 義

的 な 表 象 を 持 ち ，自 己 不 全 感 が 強 い 。幼 少 期 に 形 成 さ れ た I W M
は そ の 後 の 他 者 へ の 認 知 の 仕 方 や 対 人 場 面 で の 行 動 に も 色 濃 く

反 映 さ れ る 。そ れ に つ い て 戸 田（ 1 9 9 1）は ， I W M は 個 人 が“ 安

全 感 ” を 得 ら れ る よ う に 情 報 を 解 釈 ・ 評 価 し ， 後 の 行 動 プ ラ ン

を 立 て る た め の 認 知 的 ル ー ル と し て ， そ の 個 人 が 子 ど も 時 代 に

両 親 と の 間 で 自 ら の d i s t r e s s を ど の よ う な や り 方 で 解 消 し て き

た か と い う 感 情 制 御 ス タ イ ル と 関 連 し て い る と 述 べ て い る 。 し

か し ， 一 方 で 幼 少 期 だ け で I W M が 決 定 付 け ら れ る わ け で は な

く ， 青 年 期 に 入 り 恋 人 と い う 新 し い 愛 着 対 象 が で き る こ と で ，

I W M の 再 構 成 が 行 わ れ る こ と も 指 摘 さ れ て い る（ 戸 田 ，1 9 9 1）。

ま た ，I W M の 違 い を 測 る 尺 度 と し て ，内 的 作 業 モ デ ル 尺 度（ 戸

田 ， 1 9 8 8， 1 9 8 9， 1 9 9 0） が あ る が ， こ の 尺 度 に つ い て は 第 5
章 で 取 り 上 げ る 。  

以 上 の よ う に 第 １ 節 で は I W M の 概 念 に つ い て 論 じ た が ， 次

節 で は ， こ れ ら の 愛 着 パ タ ー ン に よ り 形 成 さ れ た I W M が ， 現

在 の 対 人 関 係 場 面 に ど の よ う に 関 わ っ て い る の か に つ い て 詳 し

く 述 べ て い く 。  
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第 2 節  青 年 期 の 対 人 関 係 に お け る 「 IWM」 に 関 す る 研

究  
幼 少 期 に 形 成 さ れ た I W M が ， そ の 後 の 対 人 関 係 ス タ イ ル に

ど の よ う な 影 響 を 及 ぼ し て い る の か に つ い て ， こ れ ま で 様 々 な

研 究 が な さ れ て い る 。例 え ば ， H a z a n＆ S h a v e r（ 1 9 8 7）は ，恋

人 と の 情 緒 的 な き ず な の 形 成 過 程 が ， 幼 少 期 に お け る 養 育 者 と

の 情 緒 的 な き ず な を 形 成 す る プ ロ セ ス と 類 似 す る と 考 え ，I W M
が 恋 人 と の 関 係 に 影 響 を 及 ぼ し て い る こ と を 明 ら か に し て い る 。 
 I W M は 対 人 関 係 で の 出 来 事 を 解 釈 し 処 理 す る の を 手 助 け す

る も の で あ り ， そ の 人 が 他 者 と ど の よ う に 付 き 合 っ て い く の か

を 規 定 し て い る 。 青 年 期 に お け る ， 他 者 と 関 わ る 際 に 生 じ る 対

人 不 安 と I W M と の 関 連 に つ い て ， 安 定 得 点 が 高 い ほ ど 対 人 不

安 が 高 く ， ア ン ビ バ レ ン ト 得 点 や 回 避 得 点 が 高 い 者 は 対 人 不 安

が 高 い 傾 向 が あ る こ と が 分 か っ て い る（ 嶋 野・鈴 木・菅 原 ，2 0 0 4）。

ま た ， 子 ど も の I W M の 安 定 性 が 学 校 適 応 に 密 接 に 関 係 し て い

る こ と も 明 ら か と な っ て い る （ 三 浦 ， 2 0 0 3； 粕 谷 ， 2 0 0 1）。 こ

の よ う に ， 安 定 し た I W M を 持 つ 者 は そ う で な い 者 に 比 べ ， 他

者 と の 関 係 に お い て 良 好 な 関 係 を 築 く こ と が で き て い る 可 能 性

が 高 い 。  
ま た ，I W M が 現 在 の 対 人 関 係 だ け で な く ，過 去 の 対 人 関 係 の

捉 え 方 に も 影 響 を 与 え て い る 。山 岸（ 1 9 9 4， 2 0 0 4）は ，女 子 青

年 の 過 去 か ら 現 在 ま で の 対 人 関 係 を 中 心 と す る 経 験 や 適 応 感 を

ど う 捉 え て い る の か に つ い て ，I W M と の 関 連 に つ い て 検 討 し て

い る 。 そ の 結 果 ， 安 定 な 枠 組 み を 持 つ 者 は ア ン ビ バ レ ン ト な 枠

組 み を 持 つ 者 に 比 べ て ， 過 去 か ら 現 在 ま で の 対 人 関 係 を 肯 定 的

に 捉 え る 傾 向 が 高 い と い う 結 果 を 得 て い る 。 こ の こ と よ り ，

I W M が 自 身 の 対 人 関 係 ス タ イ ル の 認 知 に も 関 連 し て い る と い

え る 。  
I W M が 現 在 や 過 去 の 対 人 関 係 を 規 定 し て い る と い う こ と は ，

対 人 関 係 の 一 つ で あ る 友 人 関 係 に も 影 響 を 及 ぼ し て い る も の と

考 え ら れ る 。 安 定 し た I W M を 持 つ 者 は 対 人 不 安 が 低 い た め ，

友 人 と の 付 き 合 い 方 で も 不 安 が 少 な く ， 友 人 と 上 手 く 付 き 合 っ

て い る と 予 想 で き る 。ま た ，I W M は 他 者 へ の 期 待 の 度 合 い を 決

め て い る 要 素 と も い え る た め ， 他 者 と の 付 き 合 い 方 に お け る 理

想 に も 影 響 を 与 え て い る と 考 え ら れ る 。 そ の た め ， 対 人 関 係 の
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中 の 友 人 関 係 に お い て も そ の よ う に 考 え ら れ る の で は な い か 。

さ ら に ， 現 在 の 友 人 関 係 の 捉 え 方 と 理 想 と す る 友 人 関 係 に お け

る 差 に も そ の 影 響 が あ る の で は な い か と い う 考 え の も と ， 第 Ⅱ

部 で 実 証 的 研 究 を 行 う 。  
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第 3 章  自己意識と自己意識特性  
 

1 節  自 己 意 識  第

自 己 意 識 に つ い て ， こ れ ま で 様 々 な 研 究 が な さ れ て い る が ，

そ の 概 念 定 義 は 研 究 者 に よ っ て 異 な っ て い る 。 一 般 的 に ， 自 己

意 識 と は ， 意 識 の 対 象 ・ 焦 点 が 自 分 自 身 に あ る こ と を さ す （ 有

斐 閣 辞 典 ， 1 9 9 9）と さ れ て い る 。自 己 意 識 と い う 言 葉 を 初 め に

用 い た の は M e a d（ 1 9 3 4）で あ り ，そ の 後 D u v a l & Wi c k l u n d , R . A .
（ 1 9 7 2）や F e n i g h s t e i n , A .ら（ 1 9 7 5）が そ れ ぞ れ の 自 己 意 識 理

論 を 展 開 し て い る 。 主 に M e a d ， D u v a l & Wi c k l u n d , R . A ，

F e n i g h s t e i n , A .ら の 自 己 意 識 の 概 念 定 義 に つ い て 以 下 に ま と め

て い く 。  
 
a . M e a d の 自 己 意 識 に 関 す る 理 論  
 私 た ち は ， 他 者 の 存 在 に 気 付 き ， そ の 他 者 が 自 分 に 対 し て ど

の よ う な 反 応 を す る か に 関 心 を 持 っ た と き に ， 自 己 を 意 識 す る

よ う に な る 。 そ し て ， 他 者 の 見 方 や 態 度 を 取 り 込 ん で い く こ と

で ， そ の 他 者 の 視 点 か ら 物 事 を 見 よ う と し ， 結 果 的 に 自 己 意 識

を す る こ と が で き る よ う に な る 。 M e a d（ 1 9 3 4） は こ の よ う に

“ 自 己 を 他 者 が 見 る よ う に 客 観 的 に 捉 え る こ と ” を ， 自 己 意 識

と 呼 ん で い る 。  
 
b .  D u v a l & Wi c k l u n d , R . A の 客 体 的 自 己 意 識  
 D u v a l & Wi c k l u n d , R . A（ 1 9 7 2） は ， M e a d（ 1 9 3 4） の 自 己 意

識 理 論 を 発 展 さ せ ， 客 体 的 自 己 意 識 理 論 を 提 唱 し た 。 M e a d
（ 1 9 3 4） は ，“ 自 己 を 客 観 的 に 捉 え る こ と ” を 自 己 意 識 と 呼 ん

で い る が ， D u v a l & Wi c k l u n d , R . A（ 1 9 7 2） は “ 人 が 自 己 に 注 意

を 向 け た 状 態 ” の こ と を 自 己 意 識 と 定 義 し て い る 。 ま た ， 自 己

が 意 識 や 注 意 の 対 象 と さ れ た 状 態 を 客 体 的 自 覚 状 態 と 呼 び ， 自

己 意 識 と 同 義 と し て 扱 っ て い る 。 D u v a l & Wi c k l a n d（ 1 9 7 2） の

客 体 的 自 己 意 識 理 論 に よ れ ば ， 自 己 意 識 は 自 己 が 自 他 の 観 察 対

象 に な る 過 程 で 生 じ ， 例 え ば 鏡 で 自 分 の 姿 を 見 る ， 自 分 の 声 を

テ ー プ な ど で 聞 く ， 自 分 が 映 っ て い る 写 真 や ビ デ オ テ ー プ を 観

る ， と い っ た 状 況 や 他 者 の 目 を 気 に す る 状 況 な ど が 自 分 に 注 意

が 向 く 刺 激 と な る と し て い る 。 そ し て ， 自 己 に 注 意 が 向 く こ と
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で 人 は 自 覚 （ 自 己 意 識 ） 状 態 と な り ， 自 分 の あ る 側 面 で 自 己 評

価 が 行 わ れ る 。  
 
c .  F e n i g h s t e i n , A .， S c h e i e r， M . F. & B u s s , A の 自 己 意 識 理 論  
 D u v a l & Wi c k l a n d（ 1 9 7 2） が 自 己 意 識 を “ 自 分 自 身 に 注 意 が

向 い て い る 状 態 ” と し た の に 対 し ， F e n i g h s t e i n , A .ら （ 1 9 7 5）

は ， 自 己 意 識 を “ 自 分 に 注 意 を 向 け や す い 性 格 特 性 ” と 定 義 し

て い る 。D u v a l & Wi c k l a n d（ 1 9 7 2）と F e n i g h s t e i n , A .ら（ 1 9 7 5）

の 自 己 意 識 の 定 義 は “ 自 分 自 身 に 注 意 が 向 く ” と い う 点 で は 似

て い る の だ が ， 前 者 は 自 己 意 識 を “ 状 態 ” と し ， 後 者 は “ 性 格

特 性 ” と し て い る 点 で 異 な っ て い る 。 本 研 究 で は ，

F e n i g h s t e i n , A .ら（ 1 9 7 5）の 自 己 意 識 の 定 義 を 用 い る こ と と し ，

次 節 で F e n i g h s t e i n , A .ら（ 1 9 7 5）の 自 己 意 識 特 性 に つ い て 詳 し

く 述 べ て い く こ と と す る 。  
 

2 節  自 己 意 識 特 性  第

自 己 意 識 特 性 は ，“ 自 己 に 注 意 が 向 き や す い 自 己 意 識 の 特 性 ”

と し て F e n i g h s t e i n , A .ら（ 1 9 7 5）に 定 義 さ れ ，さ ら に こ の 個 人

差 を 測 定 す る 尺 度 が 考 案 さ れ て い る 。F e n i g h s t e i n , A .ら（ 1 9 7 5）

に よ る と ， 自 己 意 識 特 性 は 2 つ の 側 面 か ら な る と し て い る 。 自

分 の 容 姿 や 振 る 舞 い や 行 動 な ど 他 者 か ら 観 察 で き る 自 己 の 外 面

的 な 側 面 へ 注 意 が 向 か い や す い 特 性 を 公 的 自 己 意 識 ， 反 対 に 感

情 や 思 考 や 態 度 な ど 他 者 が 観 察 で き な い 自 己 の 内 面 的 な 側 面 へ

注 意 が 向 か い や す い 特 性 を 私 的 自 己 意 識 と し ，こ の 2 つ の 間 に

は 中 程 度 の 相 関 が 認 め ら れ る 。  
こ の 2 つ の 意 識 特 性 が ， 行 動 ， 興 味 や 関 心 な ど に そ れ ぞ れ 異

な っ た 影 響 を 与 え て い る と し て 多 く の 研 究 で 示 さ れ て い る 。

C h e e k＆ B r i g g s（ 1 9 8 2） は ， 2 つ の 自 己 意 識 が そ れ ぞ れ ア イ デ

ン テ ィ テ ィ の 違 っ た 側 面 と 関 連 し て い る と し ， 公 的 自 己 意 識 が

強 い 人 ほ ど 社 会 的 i d e n t i t y を 重 視 し ，私 的 自 己 意 識 が 強 い 人 ほ

ど 個 人 的 i d e n t i t y を 重 視 す る と い う 結 果 を 得 て い る 。 例 え ば ，

公 的 自 己 意 識 が 強 い 人 は 他 者 か ら の 評 価 に 敏 感 を 気 に し た 行 動

を し や す い た め ， 他 者 の 行 動 に よ っ て 感 情 や 自 己 評 価 が 左 右 さ

れ や す く ， 意 見 の 衝 突 を 避 け る な ど ， 協 調 的 で 円 滑 な 交 際 を 行

う 傾 向 が あ る が ， 私 的 自 己 意 識 が 強 い 人 は 自 分 の 感 情 や 態 度 や
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権 利 に 忠 実 に 行 動 し や す い 。 つ ま り ， 公 的 自 己 意 識 は 他 者 の 視

点 に 対 す る 意 識 を 高 め ， 集 団 内 の 規 範 や 意 見 に 同 調 す る 傾 向 を

促 進 し ， 私 的 自 己 意 識 は 自 己 の 感 情 や 権 利 な ど の 視 点 に 対 す る

意 識 を 高 め ，内 的 価 値 観 に 従 わ せ る と い わ れ て い る（ C a r v e r＆
S c h e i e r，1 9 8 3；S c h e i r, 1 9 8 0；F e n i n g s t e i n，1 9 7 9；菅 原 ，1 9 8 6）。  

公 的 ・ 私 的 自 己 意 識 特 性 は そ の 特 徴 か ら ， 自 己 に 関 す る 特 性

や ， さ ら に は 対 人 関 係 に 関 す る 特 性 と の 関 連 が 検 討 さ れ て き て

い る 。 そ こ で ， 第 3 節 で は ， 公 的 ・ 私 的 自 己 意 識 特 性 と 自 己 に

関 す る 特 性 ， 対 人 関 係 や 対 人 関 係 場 面 に 関 す る 特 性 と の 関 連 に

つ い て 検 討 さ れ て い る 研 究 に つ い て ま と め て い く 。  
 

3 節  自 己 意 識 特 性 に 関 す る 諸 研 究  第

公 的 ・ 私 的 自 己 意 識 特 性 は ， 自 己 に 注 意 が 向 き や す い 特 性 と

い う こ と で ， 自 己 の 静 態 的 把 握 （ 押 見 ， 1 9 9 0）だ け で な く ，社

会 的 行 動 や 社 会 心 理 学 的 現 象 を 説 明 す る 性 格 特 性 概 念 と し て 注

目 を 集 め て き た （ 黒 沢 ， 1 9 9 3）。 私 的 ・ 公 的 自 己 意 識 特 性 は ，

例 え ば 対 人 不 安 や 罪 悪 感 ， 恥 な ど ， 特 に 対 人 関 係 に 関 す る 特 性

と の 関 連 が 多 く 検 討 さ れ て き た 。  
対 人 不 安 に つ い て ， 私 的 自 己 意 識 は 心 配 や 不 安 を 増 強 さ せ や

す く ，公 的 自 己 意 識 は 対 人 的 な 不 安 や 心 配 を 高 め る（ 辻 ，2 0 0 4；
富 田 ・ 水 子 ・ 金 光 ， 1 9 9 9） と い っ た 指 摘 が あ る 。 ま た ， 男 子 の

場 合 は ， 私 的 自 己 意 識 が 強 い 人 は 孤 独 感 が 高 く ， そ し て 孤 独 感

の 規 定 要 因 と し て 男 子 は 公 的 自 己 意 識 が 関 連 し て い る （ 諸 井 ，

1 9 8 7）と い っ た 報 告 も あ る 。こ の よ う に ，私 的 ・ 公 的 自 己 意 識

の よ う な 自 分 に 注 意 が 向 き や す い 特 性 が 高 い 人 は ， 対 人 場 面 に

お い て 殊 更 ， 人 と 関 わ る こ と に 対 す る 不 安 や 人 と 接 す る こ と で

感 じ る 孤 独 感 を 感 じ や す い 。 さ ら に ， 私 的 ・ 公 的 自 己 意 識 特 性

は 被 害 妄 想 的 心 性 の 特 徴 で あ る 被 害 妄 想 的 な 自 己 関 連 づ け し や

く （ 金 子 ， 1 9 9 9 ）， さ ら に 抑 う つ と の 関 連 が あ る

（ S m i t h & G r e e n b e r g， 1 9 8 1； 坂 本 ， 1 9 9 2； 渡 辺 ， 2 0 0 4） と い

っ た 報 告 も あ り ， 私 的 ・ 公 的 自 己 意 識 が 高 ま り す ぎ る こ と で ，

精 神 面 に 負 担 を 与 え る こ と も 少 な く な い 。  
ま た ， 私 的 ・ 公 的 自 己 意 識 は 人 の 道 徳 的 行 動 や 規 範 意 識 と 密

接 に 関 わ っ て い る と こ と も 明 ら か に な っ て い る 。 例 え ば ， 他 者

の 目 を 気 に し や す い 公 的 自 己 意 識 は 恥 の 意 識 を 持 ち や す く ， 自
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己 内 省 し や す い 特 徴 を も つ 私 的 自 己 意 識 が 高 い 人 は 罪 悪 感 を 経

験 し や す い （ 有 光 ， 2 0 0 1； 小 嶋 ， 2 0 0 8） こ と が 分 か っ て い る 。

公 的 自 己 意 識 が 強 い 人 は 人 前 で 恥 ず か し い 思 い を し た く な い こ

と か ら 逸 脱 し た 行 動 を 避 け ， 私 的 自 己 意 識 が 強 い 人 は 自 己 が し

た 行 動 に 対 し 注 意 を 向 け る こ と で そ の 行 動 が 適 切 だ っ た の か を

よ く 考 え る 傾 向 が あ る と い え る 。 ま た ， 公 的 自 己 意 識 が 高 い 人

は 自 己 を 取 り 巻 く 状 況 や 他 者 に 左 右 さ れ や す い こ と か ら マ ナ ー

違 反 が 多 く ， 反 対 に 私 的 自 己 意 識 が 強 い 人 は 集 団 や 状 況 へ の 所

属 感 を 得 る よ う な 行 動 を し な い た め ， 公 的 な も の の 私 的 利 用 が

多 い 傾 向 が あ る（ 山 形 ， 2 0 0 5）こ と も 分 か っ て い る 。公 的 自 己

意 識 は 他 者 の 目 や 評 価 を 気 に す る と い う と 点 か ら ， 道 徳 性 や 規

範 意 識 が 自 己 を 取 り 巻 く 他 者 や 状 況 に 依 存 し ， 左 右 さ れ や す い

と い え る 。 私 的 自 己 意 識 は ， 自 己 の 信 念 や 価 値 観 ， 信 条 に 重 き

を 置 く た め 願 望 と 実 行 の 間 の 差 異 が 小 さ い（ 大 平 ， 1 9 8 9）と い

え る 。  
以 上 の よ う に ， 私 的 ・ 公 的 自 己 意 識 は 特 に 対 人 場 面 に 関 す る

行 動 や 性 格 特 性 と の 関 連 度 が 高 く ， 対 人 関 係 を 説 明 す る 概 念 と

し て 取 り 上 げ ら れ や す い 。 こ の よ う な 特 徴 を 持 つ 私 的 ・ 公 的 自

己 意 識 特 性 と 友 人 関 係 と の 関 連 を 検 討 し た 研 究 で は ， 岡 田

（ 1 9 9 9）が 挙 げ ら れ る 。岡 田（ 1 9 9 9）は ，大 学 生 の 友 人 関 係 に

つ い て 私 的 ・ 公 的 自 己 意 識 と の 関 連 か ら 検 討 し て い る 。 こ の 研

究 で は ， 公 的 自 己 意 識 が 高 い 者 ほ ど 自 他 の 相 違 を 意 識 し や す い

た め ， 自 分 が し て い る 友 人 関 係 と 自 分 の 友 人 が し て い る 友 人 関

係 は 違 う も の で あ る と 認 識 し て い る 傾 向 が あ る が ， 一 方 で 私 的

自 己 意 識 は 自 分 の 内 面 に 注 意 が 向 か い や す い 性 格 特 性 を 表 す た

め ， 友 人 関 係 に 対 す る イ メ ー ジ に は 影 響 を 与 え て い な か っ た と

い う 結 果 を 得 て い る 。 さ ら に ， 私 的 自 己 意 識 は 高 得 点 者 ほ ど 理

想 と 現 実 と の 間 に 強 い 正 の 相 関 が あ る と し て い る 。 こ の こ と か

ら ， 友 人 関 係 に お い て も 私 的 自 己 意 識 が 高 い 者 は 自 分 の 信 念 や

価 値 に 従 っ て 行 動 す る た め ， 所 属 す る 集 団 や 状 況 に 囚 わ れ ず に

友 人 関 係 を 築 い て い る こ と を 示 唆 し て い る 。 し か し ， こ の 研 究

で は ， 自 己 意 識 の 高 低 に よ り 現 実 と 理 想 の 相 関 に つ い て は 検 討

さ れ て い る も の の ， 具 体 的 に 自 己 意 識 が 友 人 と の 付 き 合 い 方 に

お け る 理 想 と 現 実 に ど の よ う な 関 連 が あ る の か ， ま た 友 人 と の

付 き 合 い 方 の 理 想 と 現 実 の 間 に 差 が 生 じ た と き に ， そ れ を ど の
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よ う に 感 じ て い る か に つ い て は 言 及 し て い な い 。  
そ こ で ， 本 研 究 で は 自 己 意 識 特 性 が 友 人 と の 付 き 合 い 方 に お

け る 理 想 と 現 実 に ど の よ う な 影 響 を 与 え て い る の か ， ま た 友 人

と の 付 き 合 い 方 の 理 想 と 現 実 の 間 に 差 が 生 じ た と き に ， 自 己 意

識 特 性 の 高 低 に よ り ど の よ う な 影 響 を 受 け る の か ，の 2 つ に 焦

点 を あ て 研 究 を 進 め て い く 。  
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第 4 章  信頼感に関する研究  
 

第 1 節  概 説  
 信 頼 感 に 関 す る 研 究 は 大 き く 分 け て ， E r i k s o n（ 1 9 5 9） を 中

心 と す る 精 神 分 析 理 論 に よ る 基 本 的 信 頼 感 ， R o t t e r（ 1 9 6 7）を

中 心 と す る 社 会 的 学 習 理 論 に よ る 対 人 的 信 頼 感 ， 実 験 社 会 心 理

学 に お け る ゲ ー ム 理 論 ，の 3 つ の 方 向 か ら 研 究 さ れ て き て い る 。 
E r i k s o n（ 1 9 5 9） は 人 生 の 時 期 を 8 つ の 段 階 に わ け ， そ の 8 つ

の 段 階 ご と に 習 得 す べ き 発 達 課 題 が あ る と し ， そ の 最 初 の 段 階

の 心 理 社 会 的 発 達 と し て「 基 本 的 信 頼 感 」の 形 成 を 挙 げ て い る 。

E r i k s o n（ 1 9 5 9）は「 基 本 的 信 頼 感 」の 定 義 を ，“ 自 己 と 世 界 に

対 す る 一 つ の 態 度 で あ り ， 他 者 に 関 し て は 一 般 に 筋 の 通 っ た 信

頼 ， 自 分 自 身 に 関 し て は 信 頼 に 値 す る と い う 単 純 な 感 覚 ” と し

て い る 。 谷 （ 1 9 9 6） は ， E r i k s o n（ 1 9 5 9） の 基 本 的 信 頼 感 の 理

論 を 基 に ， 基 本 的 信 頼 感 尺 度 を 作 成 し た 。 そ の 際 ， 基 本 的 信 頼

感 の 中 心 的 な 内 容 を 示 す 「 基 本 的 信 頼 感 」 と ， 他 者 に つ い て の

信 頼 感 を 表 す 「 対 人 的 信 頼 感 」 の 2 因 子 を 抽 出 し た が ， 基 本 的

信 頼 感 尺 度 が 2 つ の 異 な る 内 容 を 測 定 し て い た と し て ，再 度 検

討 を 加 え て い る（ 谷 ， 1 9 9 8）。そ の 結 果 ， E r i k s o n（ 1 9 5 9）の 基

本 的 信 頼 感 の 理 論 を 反 映 し て い る 因 子 は 「 基 本 的 信 頼 感 」 だ け

と し ，「 対 人 的 信 頼 感 」因 子 は「 基 本 的 信 頼 感 」に 比 べ 現 在 の 人

間 関 係 の 中 で 形 成 さ れ る も の で 「 基 本 的 信 頼 感 」 と は 異 な る 概

念 と し て 結 論 付 け た 。  
一 方 ， R o t t e r（ 1 9 6 7）は 社 会 的 学 習 理 論 を も と に 信 頼 感 を 一

般 的 特 質 で は な く 学 習 に よ っ て 獲 得 さ れ る 特 質 と し て ， 信 頼 感

の 可 変 性 と 能 動 性 を 主 張 し て い る 。 R o t t e r（ 1 9 6 7）は 他 者 や 集

団 の 言 葉 や 約 束 な ど が 信 頼 で き る と い う 期 待 を「 対 人 的 信 頼 感 」

と し て 定 義 し ，人 間 一 般 に 対 す る 信 頼 感 と し て 位 置 づ け て い る 。

ま た ， R o t t e r（ 1 9 6 7， 1 9 7 1）は ，こ の 信 頼 感 は 青 年 期 な ど の 段

階 で も 獲 得 す る こ と が 出 来 る と し て い る 。天 貝（ 1 9 9 5）は 自 身

の 研 究 に お い て ， 対 自 的 側 面 ・ 対 他 的 側 面 に 着 目 し た 信 頼 感 を

測 定 す る 尺 度 を 作 成 す る こ と で ， 信 頼 感 が 発 達 的 変 容 を す る 可

能 性 を 見 出 し ，R o t t e r（ 1 9 6 7）の 信 頼 感 の 理 論 を 支 持 し て い る 。

ま た ，谷（ 1 9 9 8）の 指 摘 す る「 対 人 的 信 頼 感 」は ，R o t t e r（ 1 9 6 7）

の 信 頼 感 の 概 念 に 非 常 に 近 い も の と い え る 。  
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な お 本 研 究 で は ， E r i k s o n（ 1 9 5 9） が 提 唱 し て い る 基 本 的 信

頼 感 に 則 り ，信 頼 感 を 測 定 す る 尺 度 と し て 谷（ 1 9 9 6）が 作 成 し

た 基 本 的 信 頼 感 尺 度 を 用 い た 。 よ っ て ， 次 節 で は ， E r i k s o n の

基 本 的 信 頼 感 の 理 論 を 詳 し く 取 り 上 げ る 。  
 

2 節  Eriksonが 提 唱 し た 基 本 的 信 頼 感  第

E r i k s o n（ 1 9 5 9）は ，健 康 な パ ー ソ ナ リ テ ィ の 発 達 を ラ イ フ ・

サ イ ク ル の 視 点 か ら ， 人 生 の 時 期 を 8 つ の 段 階 に 分 け ， 各 段 階

に 応 じ て 習 得 す べ き 発 達 課 題 を 挙 げ て い る 。 人 は ， 発 達 の 各 段

階 に お い て ， 中 心 的 な 課 題 の 習 得 が 求 め ら れ ， そ れ ぞ れ の 段 階

で の 葛 藤 を 解 決 す る こ と で 次 の 段 階 へ と 移 行 さ れ る 。 ま た ， 発

達 段 階 ご と に ， 重 要 な 対 人 関 係 を 通 し て 発 達 課 題 の 習 得 が 行 わ

れ る 。 そ こ で ， 各 時 期 に お け る 発 達 課 題 と 重 要 な 対 人 関 係 の 範

囲 を 表 1 の 表 に 示 す 。  
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表 1 E r i k s o n（ 1 9 4 9） の 各 発 達 段 階 に お け る 発 達 課 題  
 
 発 達 段 階   発 達 課 題 (心 理 社 会 的 危 機 )  重 要 な 他 者  
  

乳 児 期    基 本 的 信 頼 ： 不 信       母 親 的 人 物  
 
乳 児 前 期   自 律 性 ： 恥 ・ 疑 惑      親 的 な 人 物 (複 数 )  
 

 乳 児 後 期   積 極 性 ： 罪 悪 感        基 本 的 家 族   
  

児 童 期    勤 勉 性 ： 劣 等 感        近 隣 ・ 学 校  
 
 青 年 期    ア イ デ ン テ ィ テ ィ ：     仲 間 集 団 と 外 集 団  
         ア イ デ ン テ ィ テ ィ 拡 散  指 導 性 の モ デ ル  
 
 成 人 前 期   親 密 性 ： 孤 立        友 情 ， 性 ， 競 争 ，  
                    協 力 の 相 手  
 
 成 人 後 期   生 殖 性 ： 停 滞 製       分 業 と 協 同 の 家 庭  
 
 老 年 期    統 合 ： 絶 望         人 類 ・ わ が 種 族  
 
 

基 本 的 信 頼 感 は ， 人 生 の 時 期 の 8 つ の 段 階 の 中 で も ， 人 生 で

発 達 さ せ る べ き 精 神 的 健 康 の 第 一 の 構 成 要 素 で あ る（ E r i k s o n，

1 9 5 9） と い わ れ て い る 。 E r i k s o n（ 1 9 5 9） は 人 生 の 中 で 発 達 さ

せ る べ き 精 神 的 健 康 の 発 達 の 第 一 段 階 は 「 基 本 的 信 頼 感  対  

基 本 的 不 信 」 と 定 義 し ， こ の 2 つ の 緊 張 し た 心 理 状 態 で の 葛 藤

の 解 決 を 通 し て 発 達 が 生 じ る と 論 じ て い る 。 基 本 的 信 頼 感 は ，

生 後 一 年 の 経 験 か ら 獲 得 さ れ る 自 己 と 世 界 に 対 す る 一 つ の 態 度

で あ り ， 他 者 に 関 し て は 一 般 に 筋 の 通 っ た 信 頼 ， 自 分 自 身 に 関

し て は 信 頼 に 値 す る と い う 単 純 な 感 覚 を 意 味 す る （ E r i k s o n，

1 9 5 9）。こ の 基 本 的 信 頼 感 の 影 響 は こ の 段 階 に の み 限 定 さ れ ず ，

そ の 後 の 発 達 段 階 で ， そ の 傷 つ き と い う 形 で は っ き り と 輪 郭 を

表 す と さ れ て い る 。基 本 的 信 頼 感 の 確 立 が さ れ て い な い こ と で ，
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青 年 期 に お け る 「 時 間 的 展 望  対  時 間 的 展 望 の 拡 散 」 で そ の

問 題 が 表 れ る と し て い る 。  
 

3 節  信 頼 感 に 関 す る 諸 研 究  第

主 に 信 頼 感 に 関 す る 研 究 は ， E r i k s o n（ 1 9 5 9） の 基 本 的 信 頼

感 の 理 論 に 沿 っ た 研 究 と R o t t e r（ 1 9 6 9）の 対 人 的 信 頼 感 に 沿 っ

た 研 究 が 見 ら れ る 。  
E r i k s o n（ 1 9 5 9） の 基 本 的 信 頼 感 の 理 論 に 沿 っ て 基 本 的 信 頼

感 尺 度 を 作 成 し た 谷（ 1 9 9 5， 1 9 9 8）は ，出 生 後 一 年 間 の 間 に 獲

得 さ れ る 基 本 的 信 頼 感 と 青 年 期 の 後 期 の 発 達 課 題 で あ る 時 間 的

展 望 の 関 連 を 検 討 し て い る 。 そ の 結 果 ， 基 本 的 信 頼 感 は ， 同 一

性 の 感 覚 に お け る 時 間 的 連 続 性 の 形 成 と 密 接 に 関 わ っ て い る こ

と を 明 ら か に し て い る 。 ま た ， 基 本 的 信 頼 感 は 自 己 に 関 す る 感

情 や 自 己 概 念 と の 関 連 に つ い て も 検 討 さ れ て い る 。 例 え ば ア イ

デ ン テ ィ テ ィ と の 関 連 や（ 田 名 場 ・ 佐 々 木 ・ 佐 藤 ， 2 0 0 1）自 尊

心 の 形 成（ 浅 井 ， 2 0 0 6）な ど に 影 響 を 及 ぼ し て い る と 言 わ れ て

い る 。 さ ら に ， 自 己 の 性 格 特 性 だ け で な く 対 人 場 面 で の 不 安 な

ど の 特 性 と の 関 連 も 指 摘 さ れ て い る（ 清 水 ，2 0 0 9；石 井・谷 口 ・

加 藤 ・ 青 野 ・ 小 牧 ・ 森 上 ， 山 野 ， 2 0 0 8）。  
R o t t e r（ 1 9 6 9）の 対 人 的 信 頼 感 の 理 論 に 関 す る 研 究 に よ る と ，

安 定 し た 自 分 に 対 す る 信 頼 お よ び 他 人 に 対 す る 信 頼 が ， 同 一 性

獲 得 に あ た っ て も 重 要 で あ る こ と（ 天 貝 ， 1 9 9 5）や 男 子 に お い

て 対 人 的 信 頼 感 が 低 い 者 は 孤 独 感 が 高 い こ と（ 諸 井 ， 1 9 8 6）な

ど が 明 ら か に な っ て い る 。 ま た ， R o t t e r（ 1 9 6 9） の 対 人 的 信 頼

感 と 同 義 で は な い が ， 基 本 的 信 頼 感 尺 度 に お け る 対 人 的 信 頼 感

も R o t t e r（ 1 9 6 9）の い う 対 人 的 信 頼 感 と 似 た よ う な 概 念 定 義 を

持 つ 。 基 本 的 信 頼 感 尺 度 に お け る 対 人 的 信 頼 感 が 低 い 人 は ， 人

と 関 わ る こ と を 回 避 す る 傾 向 が あ る こ と （ 田 名 場 ・ 佐 々 木 ・ 佐

藤 ， 2 0 0 1） が 明 ら か に さ れ て い る 。  
信 頼 感 は 人 一 般 に 対 し て の 肯 定 的 な 概 念 を 形 成 す る た め ， 安

定 し た 信 頼 感 を も つ 場 合 ， 自 己 に 対 す る 信 頼 が あ る た め 自 己 概

念 の 獲 得 に 結 び つ き や す く ， さ ら に 他 者 一 般 に 対 し て は ， 他 者

は 支 持 的 で あ る と 感 じ て い る た め ， 対 人 場 面 に お け る 問 題 を 経

験 す る こ と が 少 な い と い え る 。 そ こ で ， 対 人 場 面 に お け る 問 題

が 少 な い と い う こ と は 信 頼 感 が 安 定 し て い る 人 は ， 友 人 と の 付

 23



き 合 い に お い て も 良 好 で あ る と 考 え ら れ る 。 友 人 関 係 を 信 頼 感

の 観 点 か ら 検 討 し た 研 究 に よ る と ， 基 本 的 信 頼 感 と 対 人 的 信 頼

感 が 高 い 者 は あ り の ま ま の 自 分 で 友 人 と 深 く 関 わ る 傾 向 が あ る

（ 松 永 ・ 岩 元 ， 2 0 0 8）と い う 結 果 が 得 ら れ て お り ，や は り 現 実

の 友 人 関 係 に お い て も 信 頼 感 が 影 響 を 及 ぼ し て い る こ と が 推 測

で き る 。 ま た ， 他 者 や 自 己 へ の 信 頼 感 の 違 い が 理 想 と す る 友 人

関 係 の あ り 方 に も 影 響 を 与 え て い る 可 能 性 が 高 い と 考 え ら れ る 。

そ し て ， 信 頼 感 が 安 定 し て い る と い う こ と は ， 現 実 の 友 人 と の

付 き 合 い 方 が 安 定 し て い る た め ， 理 想 と す る 友 人 と の 付 き 合 い

方 と の 間 に 差 異 が 生 じ た と し て も ， 他 者 と 自 己 を 信 頼 す る こ と

が 出 来 る た め ， そ の 差 異 を 問 題 と し な い と 予 想 で き る 。  
本 研 究 で は 自 己 や 他 者 一 般 へ の 信 頼 感 が 現 実 の 友 人 関 係 だ け

で な く ， 理 想 と す る 友 人 関 係 に も 影 響 を 与 え て い る の で は な い

か と い う 観 点 を 持 ち ， さ ら に 現 実 の 友 人 関 係 と 理 想 と す る 友 人

関 係 の 間 に 差 異 が 生 じ て い て も ， そ の 差 異 を ネ ガ テ ィ ブ に 捉 え

な い の で は な い か と 考 え の も と 調 査 を 行 う こ と と す る 。  
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第 Ⅱ 部  実 証 的 研 究  
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第 5 章  友人関係の理想と現実の差異の大きさに関

する検討【研究 1】  
 

第 1 節  目 的  
幼 少 期 に 形 成 さ れ た I n t e r n a l  Wo r k i n g  m o d e l（ 以 下 I W M）

は 現 在 の 対 人 関 係 ス タ イ ル や 対 人 関 係 場 面 に も 影 響 を 与 え て い

る （ H a z a n＆ S h a v e r， 1 9 8 7； 嶋 野 ・ 鈴 木 ・ 菅 原 ， 2 0 0 4 な ど ）

と 言 わ れ て い る 。 そ こ で ， 本 研 究 で は ま ず I W M が 実 際 の 友 人

と の 付 き 合 い 方 ， ま た 理 想 と し て い る 友 人 と の 付 き 合 い 方 に 実

際 に ど の 程 度 影 響 を 与 え て い る の か 検 討 す る 。ま た ，I W M の 違

い に よ り 自 己 や 他 者 に 対 す る 認 識 の 違 い が 生 じ て い る と い う 視

点 よ り ，「 実 際 の 友 人 と の 付 き 合 い 方 と 理 想 と す る 友 人 と の 付 き

合 い 方 に も 差 が 出 る の で は な い か 」 と い う 仮 説 を 立 て ， そ の 検

討 を 行 っ て い く 。  
 

第 2 節  方 法  
＜ 調 査 対 象 ＞  

東 北 圏 内 の A 大 学 の 学 生 1 7 4 名 に 調 査 し た 。 1 項 目 以 上 の

未 記 入 が あ る も の ，ま た は 1 項 目 に つ き 2 つ 以 上 に 印 が あ る

も の を 除 外 し た と こ ろ ， 有 効 回 答 者 は 1 5 9 名 （ 男 性 6 7 名 ，

女 性 9 2 名 ，平 均 年 齢 1 9 . 7 9 歳 ）で あ っ た（ 有 効 回 答 率 9 1 . 4％ ）。 

 

＜ 調 査 時 期 ＞  

2 0 0 9 年 1 月 中 旬 に 実 施 し た 。  

 

＜ 調 査 手 続 き ＞  

学 生 に ， 無 記 名 で 友 人 関 係 に 関 す る ア ン ケ ー ト の 回 答 を 依

頼 し た 。ア ン ケ ー ト 用 紙 に よ っ て 調 査 し ，回 答 は 講 義 の 最 初 ，

も し く は 最 後 に 行 い ， 実 施 後 直 ち に 回 収 し た 。  
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＜ 使 用 尺 度 ＞   
①  内 的 作 業 モ デ ル 尺 度  1 8 項 目 ， 5 件 法  
②  友 人 と の 付 き 合 い 方 に 関 す る 自 己 評 価  4 項 目 ， 11 件 法  
 
 内 的 作 業 モ デ ル 尺 度 に つ い て は ，ま ず ，1 8 全 項 目 の 因 子 分 析

を 行 い ， 尺 度 の 妥 当 性 を 検 討 す る 。 そ の 後 ， 下 位 尺 度 の 合 計 得

点 を 算 出 し ， 友 人 と の 付 き 合 い 方 イ メ ー ジ 尺 度 と の 関 連 を 検 討

す る 。 友 人 と の 付 き 合 い 方 イ メ ー ジ 尺 度 に つ い て は 以 下 に 詳 し

く 説 明 を す る 。  
 
1） 内 的 作 業 モ デ ル 尺 度  
 内 的 作 業 モ デ ル 尺 度 は ，H a z a n＆ S h a v e r（ 1 9 8 7）の ア タ ッ チ

メ ン ト ・ ス タ イ ル 測 定 尺 度 に 基 づ き 詫 摩 ・ 戸 田（ 1 9 8 8）に よ っ

て 作 成 さ れ た 。 こ の 尺 度 は ， 他 者 や 自 己 に つ い て ど の よ う に 認

識 し て い る か ， ア タ ッ チ メ ン ト 理 論 の 観 点 か ら 測 定 す る 尺 度 で

あ り ， 安 定 （ S e c u r e）， ア ン ビ バ レ ン ト （ A m b i v a l e n t）， 回 避

（ Av o i d a n t）の 3 つ の 下 位 尺 度 で 構 成 さ れ て い る 。詫 摩 ・ 戸 田

（ 1 9 8 8） に よ る と ， こ の 尺 度 の 3 つ の 下 位 尺 度 は I W M の 3 つ

の タ イ プ を よ く 反 映 し て お り ， 安 定 （ S e c u r e） は “ た い て い の

人 は 自 分 を 好 い て く れ て お り ，す ぐ に 知 り 合 い が で き る 。ま た ，

気 楽 に 人 に 頼 っ た り 頼 ら れ た り す る こ と が で き る ” と い う 心 的

表 象 を 他 の 型 よ り も 相 対 的 に 強 く 持 つ と さ れ ，回 避（ Av o i d a n t）
は “ 人 と 親 し く な っ た り ， 親 密 な 関 係 に な る こ と を 嫌 い ， 他 者

を 全 面 的 に は 信 用 で き な い ” と い う ， ア ン ビ バ レ ン ト

（ A m b i v a l e n t）は“ 自 分 を 信 頼 で き な く ，本 当 に 人 か ら 好 か れ

て い る か に つ い て も 自 信 が な い 。 人 と い つ も 一 緒 に い た が る の

で 疎 ま し く 思 わ れ て い る ” と い う 他 者 と 自 己 に 関 す る 表 象 を 相

対 的 に 強 く 持 つ と さ れ る 。  
 本 研 究 で は ， こ の 内 的 作 業 モ デ ル 尺 度 の 内 ， そ れ ぞ れ の 下 位

尺 度 か ら 6 項 目 ず つ 計 1 8 項 目 を 用 い た 。質 問 項 目 の 形 式 は ，「 あ

て は ま る 」「 や や あ て は ま る 」「 ど ち ら で も な い 」「 あ ま り あ て は

ま ら な い 」「 あ て は ま ら な い 」 の 5 件 法 と し た 。「 あ て は ま る 」

― 5 点 ，「 あ て は ま ら な い 」 ― 1 点 と し ， 分 析 を 行 っ た 。  
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2） 友 人 と の 付 き 合 い 方 に 関 す る 自 己 評 価  
 こ れ は 自 分 が 実 際 の 友 人 と の 付 き 合 い 方 関 す る 自 己 評 価 と 自

分 が 理 想 と し て い る 友 人 と の 付 き 合 い 方 の 自 己 評 価 を 測 定 す る

た め に ， 筆 者 が 作 成 し た 。 落 合 ・ 佐 藤 （ 1 9 9 6） は ， 友 人 と の 付

き 合 い 方 を 「 人 と の 関 わ り 方 に 関 す る 姿 勢 」 と 「 自 分 が 関 わ ろ

う と す る 友 人 の 範 囲 」の 2 つ の 軸 で 4 パ タ ー ン に 分 類 で き る と

し た 。「 人 と の 関 わ り 方 に 関 す る 姿 勢 」は 内 面 の 覚 悟 や 姿 勢 を 表

す も の と し ， 反 対 に 「 自 分 が 関 わ ろ う と す る 友 人 の 範 囲 」 は 外

的 な 面 を 表 す も の と し ， そ れ ぞ れ を 深 い － 浅 い ， 広 い － 狭 い と

い う 概 念 を 用 い た 。 そ の 概 念 を 図 に し た も の を F i g  1 に 示 す 。  
 
 

浅 く 狭 く 関 わ

る付き合い方  

深 く 狭 く 関 わ

る付き合い方  

狭い  

浅 く 広 く 関 わ る

付き合い方  

深 く 広 く 関 わ

る付き合い方  

深
い

浅
い

（

防

衛

的

関

与

）

（

積

極

的

関

与

）

広い  
（ 選 択 的 ）  （ 全 方 向 的 ）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F i g  1 落 合 ･佐 藤 （ 1 9 9 6） に よ る 友 人 と の 付 き 合 い 方 の 4 パ タ

ー ン  
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 落 合・ 佐 藤（ 1 9 9 6）の 友 人 と の 付 き 合 い 方 の 2 つ の 軸 の 概 念

を 応 用 し ， 自 分 が 認 知 し て い る 友 人 と の 付 き 合 い 方 と 自 分 が 理

想 と す る 友 人 と の 付 き 合 い 方 に つ い て の 質 問 項 目 を 作 成 し た 。

質 問 項 目 の 内 容 は ，「 友 人 と ど の よ う に 付 き 合 っ て い る と 思 う

か 」と い う 現 実 の 友 人 と の 付 き 合 い 方 と ，「 自 分 が 望 む 友 人 と の

付 き 合 い 方 は ど の よ う な も の か 」 と い う 友 人 と の 付 き 合 い 方 に

お け る 理 想 に つ い て ，0～ 1 0 の 11 段 階 で 求 め た 。な お ，項 目 は

自 分 が イ メ ー ジ し て い る 友 人 と の 付 き 合 い 方 ， 自 分 が 理 想 と し

て い る 友 人 と の 付 き 合 い 方 に つ い て ， 深 い － 浅 い ， 広 い － 狭 い

と い う 2 つ の 軸 を 用 い た 。1 0 に 近 づ く ほ ど 深 く ，（ ま た は 広 く ），

0 に 近 づ く ほ ど 浅 く（ ま た は 狭 く ），友 人 と 付 き 合 っ て い る（ 付

き 合 い た い ） と い う よ う に 解 釈 し 得 点 化 し た 。 こ の 自 己 評 価 に

関 す る 質 問 紙 に つ い て は ，A p p e n d i x を 参 照 し て い た だ き た い 。  
 

第 3 節  結 果  
（ １ ） 内 的 作 業 モ デ ル 尺 度 の 因 子 分 析  
 内 的 作 業 モ デ ル 尺 度 1 8 項 目 に つ い て ， 主 因 子 法 に よ る 因 子

分 析 を 行 っ た 。初 期 解 の 固 有 値 は 3 . 9 4 1，2 . 4 2 4，2 . 1 5 4，1 . 1 5 4･ ･･

と な っ て い た が ，先 行 研 究 に お い て 3 構 造 で あ る こ と が 分 か っ

て い る こ と か ら ，先 行 研 究 に 従 い 抽 出 因 子 数 を 3 因 子 に 設 定 し ，

主 因 子 法 ，バ リ マ ッ ク ス 回 転 を 行 っ た 。そ の 際 ，因 子 負 荷 量 を . 3 5
を 基 準 と し た と こ ろ ，「 私 は い つ も 人 と 一 緒 に い た が る の で ，

時 々 人 か ら 疎 ま れ て し ま う 」 と い う 項 目 が 基 準 を 満 た し て い な

か っ た た め 除 外 し ， 再 度 因 子 分 析 を 行 っ た 。 バ リ マ ッ ク ス 回 転

を 行 っ て 理 由 と し て ，先 行 研 究 よ り 3 因 子 の 相 関 関 係 が 認 め ら

れ て い な い た め ， こ の 回 転 が 妥 当 と 判 断 し 実 施 し た 。 最 終 的 に

回 転 後 の 固 有 値 は 第 1 因 子 が 2 . 9 4 1， 第 2 因 子 が 2 . 2 3 6， 第 3
因 子 が 1 . 5 8 6， 回 転 後 の 累 積 寄 与 率 は 3 7 . 6％ で あ っ た 。 得 ら れ

た 各 因 子 の 負 荷 量 ， 2 乗 和 ， 寄 与 率 を Ta b l e  1 に 示 す 。  
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Ta b l e  1  内 的 作 業 モ デ ル 尺 度 の バ リ マ ッ ク ス 回 転 後 の 因 子 負

荷 量 （ 主 因 子 法 ）  
 
        項    目              F 1   F 2    F 3  

安 定 型 （ α = . 8 3 2 ）  

私は知り合いが出来やすい方だ                   .832 － .077 － .013 

私はすぐに人と親しくなる方だ                   .829 － .080  .026 

初めて会った人とでも上手くやっていける自信がある         .770 － .134 － .005 

私は人に好かれやすい性質だと思う                 .620 － .245 － .055 

たいていの人は私のことを好いてくれると思う            .466 － .375 － .066 

気軽に頼ったり頼られたりすることがある              .442  .129 － .032 

ア ン ビ バ レ ン ト 型 （ α = . 7 4 2 ）  

あまり自分に自信が持てないほうだ                － .173  .676 － .065 

本当は嫌々ながら私と親しくしているのではないかと思うことがある － .034  .661  .120 

時々友人が，本当は私のことを好いていてくれないのではないか，   

私と一緒にいたくないのではないかと心配になることがある      

ちょっとしたことで，すぐに自信をなくしてしまう         － .135  .593 ― .038 

自分を信用できないことがよくある                － .008  .438  .142 

回 避 型 （ α = . 6 5 9 ）  

どんなに親しい間柄であろうと，あまり馴れ馴れしい態度をとられると  

－ .003  .655  .057

.101  .005  .593
嫌になってしまう  

あまりにも人と親しくされたり，こちらが望む以上に親しくなること  .004  .015  .540

を求められると，イライラしてしまう。  

あまり人と親しくなるのは好きでない               － .288  .043  .535 

人は全面的に信用できないと思う                 － .021  .250  .479 

私は人に頼らなくても，自分一人で十分に上手くやっていけると思う － .040 － .066  .470 

人に頼るのは好きではない                     .004  .079  .374 

          2   乗  和             2 . 9 1 4   2 . 1 9 0  1 . 5 7 3  

          寄  与  率            1 7 . 1 4 0  1 2 . 8 8 0  9 . 2 5 2  
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 第 1 因 子 は ，「 私 は 知 り 合 い が 出 来 や す い 方 だ 」「 私 は す ぐ に

人 と 親 し く な る 方 だ 」 な ど 6 項 目 で ， 他 者 は 協 力 的 で 自 己 は 他

者 に 助 け て も ら え る 価 値 が あ る 存 在 で あ る と い う 認 識 を 表 す 項

目 と な り ， 詫 摩 ・ 戸 田 （ 1 9 8 8） の 「 安 定 （ S e c u r e）」 因 子 と 項

目 が 一 致 し た た め ， 本 研 究 で も 原 典 に 従 い 「 安 定 （ S e c u r e）」
因 子 と す る 。第 2 因 子 は「 あ ま り 自 分 に 自 信 が 持 て な い ほ う だ 」

「 本 当 は い や い や な が ら 私 と 親 し く し て く れ て い る の で は な い

か と 思 う こ と が あ る 」 な ど 5 項 目 か ら な り ， 自 己 や 他 者 に 疑 念

を 持 つ よ う な 態 度 や 感 情 を 表 す 項 目 と な っ て い た 。 こ の 因 子 で

は ， 1 項 目 が 因 子 分 析 の 際 に 除 外 し た が ， そ れ 以 外 の 項 目 は 詫

摩 ・ 戸 田（ 1 9 8 8）と 項 目 が 一 致 し て い る た め ，原 典 に な ら い 相

反 す る 感 情 や 態 度 を 同 時 に 持 つ 「 ア ン ビ バ レ ン ト

（ A m b i v a l e n t）」 因 子 と 呼 ぶ こ と と す る 。 第 3 因 子 は 「 ど ん な

に 親 し い 間 柄 で あ ろ う と ， あ ま り な れ な れ し い 態 度 を と ら れ る

と 嫌 に な っ て し ま う 」「 あ ま り に も 人 に 親 し く さ れ た り ，こ ち ら

が 望 む 以 上 に 親 し く な る こ と を 求 め ら れ る と ， イ ラ イ ラ し て し

ま う 」 な ど 6 項 目 か ら な り ， 他 者 を 全 面 的 に 信 頼 す る こ と は 出

来 な い と い う 認 識 を も ち ， 自 分 一 人 で な ん で も 出 来 る と い う 自

信 を 持 つ よ う な 項 目 と な っ て い る 。 こ の 因 子 も ， 第 1 因 子 や 第

2 因 子 同 様 に 詫 摩 ・ 戸 田 （ 1 9 8 8） の 尺 度 と 項 目 が 一 致 し て い る

た め ， 原 典 に 従 い 「 回 避 （ Av o i d a n t）」 因 子 と し た 。 な お ， 各

因 子 別 に Ta b l e  1 で 示 し た 項 目 を 用 い ， 各 因 子 の 信 頼 性 を 検 討

す る た め α 係 数 を 算 出 し た と こ ろ ，第 1 因 子「 安 定（ S e c u r e）」
因 子 は . 8 3 2， 第 2 因 子 「 ア ン ビ バ レ ン ト （ A m b i v a l e n t）」 因 子

は . 7 4 2， 第 3 因 子 「 回 避 （ Av o i d a n t）」 因 子 は . 6 5 9 で ， 第 3 因

子 の α 係 数 が . 7 0 に 届 か な い も の の ， 各 尺 度 の 内 部 一 貫 性 は あ

る 程 度 保 た れ て い る と い え る 。  
 
（ 2） 下 位 尺 度 の 相 関 係 数  
 各 下 位 尺 度 の 関 係 を 検 討 す る た め ， P e a r s o n の 相 関 係 数 を 算

出 し た 。 な お ， 内 的 作 業 モ デ ル 尺 度 に つ い て は 下 位 尺 度 得 点 を

算 出 し ， 下 位 尺 度 の 得 点 と し た 。 以 下 に 各 因 子 の 相 関 を 表 に 示

し た （ Ta b l e  2）。 表 を 作 成 す る に あ た り ， 内 的 作 業 モ デ ル の 下

位 尺 度 に つ い て は ，「 安 定 （ S e c u r e）」 因 子 は S と ，「 ア ン ビ バ

レ ン ト （ A m b i v a l e n t）」 因 子 は A m と ，「 回 避 （ Av o d a n t）」 因
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子 は Av と 表 し た 。 さ ら に ， 現 実 に し て い る と 認 識 し て い る 友

人 と の 付 き 合 い 方 に 関 す る 自 己 評 価 に つ い て ，「 人 と の 関 わ り 方

に 関 す る 姿 勢 」 は 深 さ 現 実 と ，「 自 分 が 関 わ ろ う と す る 友 人 の

範 囲 」 は 広 さ 現 実 と 表 し た 。 ま た ， 理 想 と し て い る 友 人 と の 付

き 合 い 方 に 関 す る 自 己 評 価 に つ い て は ，「 人 と の 関 わ り 方 に 関 す

る 姿 勢 」 は 深 さ 理 想 と ，「 自 分 が 関 わ ろ う と す る 友 人 の 範 囲 」

は 広 さ 理 想 と 表 し た 。  
 
Ta b l e  2  内 的 作 業 モ デ ル 尺 度 と 友 人 と の 付 き 合 い 方 イ メ ー ジ

尺 度 の 相 関 係 数  
      S    Am   Av   深さ現実  広さ現実  深さ理想  広さ理想  

  S        － .048  － .006   .210**   .639***  .182*    .425*** 

   Am,             .036  － .125   － .049   － .051   － .031 

   Av                 － .177*   － .130   － .321***   ー .176* 

深さ／現実                      .221**  .739***   .257** 

広さ／現実                           .254**    .679*** 

深さ／理想                                  .407** 

広さ／理想  

***.相関係数は 0.1%水準で有意（両側）  

**．相関係数は 1％水準で有意（両側）  

*．  相関係数は 5％水準で有意（両側）  

 
a. 友人との付き合い方に関する自己評価内の関連  
 友人との付き合い方に関する自己評価において，現実と理想との間に高

い正の相関が見られた。まず，友人と深く付き合っているという自己評価

の人は，理想においても深く付き合いたいと望む傾向が高く（r＝ .739，
p<.001），広さについても同様に，広く友人と付き合っているという自己

評価をもつ人は，理想においても広く付き合いたいと望む傾向がある（r
＝ .679，p<.001）。また，深く友人と付き合いたいと望む人は，同様に広

く友人と付き合いたいと望む傾向がある（r＝ .407，p<.01）。  
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b. 内的作業モデル尺度と友人との付き合い方に関する自己評価の関連  
 まず，安定（Secure）は「 人 と の 関 わ り 方 に 関 す る 姿 勢（ 深 さ ）」

と ，「 自 分 が 関 わ ろ う と す る 友 人 の 範 囲 （ 広 さ ）」 の 現 実 と 理 想

と も に 正 の 相 関 が 見 ら れ た 。「 人 と の 関 わ り 方 に 関 す る 姿 勢 」は

現 実 と 理 想 と も に 弱 い 正 の 相 関 が （ 深 さ 現 実 ： r＝ . 2 1 0， p < . 0 1 

深 さ ／ 理 想： r＝ . 1 8 2，p < . 0 5），さ ら に「 自 分 が 関 わ ろ う と す る

（ 関 わ り た い ） 友 人 の 範 囲 」 と は 中 程 度 の 正 の 相 関 が 認 め ら れ

た（ 広 さ 現 実：r＝ . 6 3 9，p < . 0 0 1 広 さ 理 想：r＝ . 4 2 5，p < . 0 0 1）。  
 次 に ，ア ン ビ バ レ ン ト（ A m b i v a l e n t）は「 人 と の 関 わ り 方 に

関 す る 姿 勢 」，「 自 分 が 関 わ ろ う と す る 姿 勢 」 の 現 実 と 理 想 の 友

人 と の 付 き 合 い 方 の い ず れ に お い て も 相 関 は 見 ら れ な か っ た 。  
 回 避 （ Av o i d a n t） は ，「 人 と の 関 わ り 方 に 関 す る 姿 勢 」，「 自

分 が 関 わ ろ う と す る 友 人 の 範 囲 」 の 現 実 と 理 想 の 友 人 と の 付 き

合 い 方 の 内 ，「 自 分 が 関 わ ろ う と す る 友 人 の 範 囲 （ 広 さ 現 実 ）」

を 除 く 項 目 と 負 の 相 関 が 見 ら れ た（ 深 さ 現 実：r＝ － . 1 7 7，p < . 0 5 

深 さ 理 想： r＝ － . 3 2 1，p < . 0 0 1 広 さ 理 想： r＝ － . 1 7 6，p < . 0 5）。

特 に ， 回 避 （ Av o i d a n t） の 得 点 が 高 い 人 は ， 友 人 と 深 く 関 わ る

こ と を 望 ま な い 傾 向 が あ る と い え る 。  
 以 上 の 結 果 よ り ，I W M の 下 位 尺 度 の 得 点 に よ り ，友 人 と の 付

き 合 い 方 の 認 識 や 理 想 と す る 友 人 と の 付 き 合 い 方 に 違 い が あ る

こ と が 示 唆 さ れ る 。  
 
（ 3） 仮 説 の 検 証  
 研 究 1 で は ，I W M の 違 い に よ り 自 己 や 他 者 に 対 す る 認 識 の 違

い が 生 じ て い る と い う 視 点 よ り ，「 実 際 の 友 人 と の 付 き 合 い 方 と

理 想 と す る 友 人 と の 付 き 合 い 方 に も 差 が 出 る の で は な い か 」 と

い う 仮 説 を 立 て た 。仮 説 の 検 証 を 行 う 前 に ，I W M が 実 際 の 友 人

と の 付 き 合 い 方 や 理 想 と し て い る 友 人 と の 付 き 合 い 方 を ど の 程

度 予 測 し う る か を 調 べ る た め に ， 内 的 作 業 モ デ ル 尺 度 の 下 位 尺

度 3 つ を 説 明 変 数 ， 友 人 と の 付 き 合 い 方 に 関 す る 自 己 評 価 の 4
つ を そ れ ぞ れ 目 的 変 数 と し て ， 重 回 帰 分 析 を 行 っ た 。 結 果 を パ

ス 図 と し て 示 す （ f i g  2～ 4）。  
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安  定  

R ＝ . 0 8 7 * *   2  回  避  

ア ン ビ バ レ ン ト  
－ . 1 0 9  n . s  

－ . 1 7 2 *  

. 2 0 4 * *  

（ 深 さ 現 実 ）  

友 人 と の 関 わ り 方

に 関 す る 姿 勢  

 
 
 
 

 **．p<.01 *,p<.05 

 
f i g  2  内 的 作 業 モ デ ル 尺 度 の 下 位 尺 度 を 説 明 変 数 ， 友 人 と の 付 き 合 い 方

イ メ ー ジ の 「 友 人 と の 関 わ り 方 に 関 す る 姿 勢 （ 深 さ 現 実 ）」 下 位 尺 度 を 目

的 変 数 と す る 重 回 帰 分 析 結 果 （ 標 準 偏 回 帰 係 数 ） を 示 す  

 
 「友人との関わり方に関する姿勢（深さ現実）」については，この 3 因

子の中で安定（Secure）尺度の得点が影響を与えていることが示された。

しかし，決定係数が低いため，それほど大きな要因となっているとはいえ

ない。  
 
 
 
 
 
 
 

安  定  

R ＝ . 4 2 4 * * *   2  回  避  

ア ン ビ バ レ ン ト  
－ . 0 1 4  n . s  

－ . 1 2 6 *  

. 6 3 7 * * *  

（ 広 さ 現 実 ）  

自 分 が 関 わ ろ う と

す る 友 人 の 範 囲  

***.p<.001 *,p<.05 
 

f i g  3  内 的 作 業 モ デ ル 尺 度 の 下 位 尺 度 を 説 明 変 数 ， 友 人 と の 付 き 合 い 方

イ メ ー ジ の 「 自 分 が 関 わ ろ う と す る 友 人 の 範 囲 （ 広 さ 現 実 ）」 下 位 尺 度 を

目 的 変 数 と す る 重 回 帰 分 析 結 果 （ 標 準 偏 回 帰 係 数 ） を 示 す  

 

 「友人と関わろうとする範囲（広さ現実）」については， IWM の安定

（Secure）尺度得点の影響が大きく，決定係数も .424 と値も大きくなっ

ている。よって，安定（Secure）尺度の得点が高いほど友人と関わろう

とする範囲が広いと認識しているといえる。  
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**．p<.01 *,p<.05 
 

f i g  4  内 的 作 業 モ デ ル 尺 度 の 下 位 尺 度 を 説 明 変 数 ， 友 人 と の 付 き 合 い 方

イ メ ー ジ の 「 友 人 と の 関 わ り 方 に 関 す る 姿 勢 （ 深 さ 理 想 ）」 下 位 尺 度 を 目

的 変 数 と す る 重 回 帰 分 析 結 果 （ 標 準 偏 回 帰 係 数 ） を 示 す  

 
 「 友 人 と の 関 わ り 方 に 関 す る 姿 勢 （ 深 さ 理 想 ）」 は ， 回 避

（ Av o i d a n t） 尺 度 得 点 の 影 響 を 受 け て い る 。 回 避 （ Av o i d a n t）
尺 度 の 得 点 が 高 い 者 は 深 さ の 理 想 が 低 い と い え る 。  
 
 
 
 
 
 
 

***.p<.001 *,p<.05 
 

f i g  4  内 的 作 業 モ デ ル 尺 度 の 下 位 尺 度 を 説 明 変 数 ， 友 人 と の 付 き 合 い 方

イ メ ー ジ の 「 自 分 が 関 わ ろ う と す る 友 人 の 範 囲 （ 広 さ 理 想 ）」 下 位 尺 度 を

目 的 変 数 と す る 重 回 帰 分 析 結 果 （ 標 準 偏 回 帰 係 数 ） を 示 す  

 
 「 自 分 が 関 わ ろ う と す る 友 人 の 範 囲 （ 広 さ 理 想 ）」 は 安 定

（ S e c u r e）尺 度 の 影 響 を 受 け て い る こ と が 明 ら か と な っ た 。安

定 （ S e c u r e） 尺 度 の 得 点 が 高 い 人 は ， 広 い 範 囲 の 友 人 と 関 わ り

た い と 思 う 傾 向 が 強 い 。  
 
 
 

安  定  
友 人 と の 関 わ り

方 に 関 す る 姿 勢  

（ 深 さ 理 想 ）  

. 1 7 9 *  

－ . 0 3 1  n . s  

－ . 3 1 9 *  
R  ＝ . 1 3 7 * *  

ア ン ビ バ レ ン ト  

回  避  2  

安  定  
自 分 が 関 わ ろ う と

す る 友 人 の 範 囲  

（ 広 さ 理 想 ）  

. 4 2 7 * * *  

. 0 5 8  n . s  

－ . 1 7 5 *  
R  ＝ . 2 1 4 * * *  

ア ン ビ バ レ ン ト  

回  避  2  
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重 回 帰 分 析 の 結 果 ， 内 的 作 業 モ デ ル が 実 際 の 友 人 と の 付 き 合

い 方 や 理 想 と す る 友 人 と の 付 き 合 い 方 に 影 響 を 与 え て い る こ と

が 明 ら か と な っ た 。I W M の パ タ ー ン に よ り 実 際 の 友 人 と の 付 き

合 い 方 が 違 っ て お り ，特 に 安 定（ S e c u r e）尺 度 や 回 避（ Av o i d a n t）
尺 度 が 友 人 関 係 に 影 響 を 与 え て い る と い え る 。 さ ら に ， 今 回 の

研 究 よ り ，I W M が 実 際 の 友 人 関 係 ス タ イ ル だ け で な く ，理 想 と

す る 友 人 関 係 へ も 影 響 を 与 え て い る こ と が 示 唆 さ れ た 。  
 次 に ，仮 説 の 検 証 に う つ る 。I W M が 友 人 と の 付 き 合 い 方 に お

け る 理 想 と 現 実 の 差 異 に も 影 響 を 与 え て い る の で は な い か ， と

い う 仮 説 を 検 証 す る た め に ， ま ず ， 友 人 と の 付 き 合 い 方 イ メ ー

ジ に お け る「 友 人 と の 関 わ り 方 に 関 す る 姿 勢（ 深 さ ）」と「 自 分

が 関 わ り た い 友 人 の 範 囲 」 の そ れ ぞ れ の 理 想 か ら 現 実 を 引 い た

も の を ， 友 人 と の 付 き 合 い 方 に お け る 理 想 と 現 実 の 差 異 得 点 と

し た 。そ の 後 ，内 的 作 業 モ デ ル 尺 度 の 下 位 尺 度 を 説 明 変 数 と し ，

友 人 と の 付 き 合 い 方 に お け る 理 想 と 現 実 の 差 異 得 点 を 目 的 変 数

と し 重 回 帰 分 析 を 行 い ，I W M に よ り 友 人 と の 付 き 合 い 方 に お け

る 理 想 と 現 実 の 差 異 が 予 測 で き う る か を 検 討 し た 。そ の 結 果 を ，

パ ス 図 と し て 以 下 に 示 す （ f i g  6， 7）。  
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安  定  
友 人 と の 関 わ り 方 に

関 す る 姿 勢 の 差 異  

（ 深 さ の 差 異 ）  

－ . 0 5 0  n . s  

. 11 4  n . s  

－ . 1 8 3 *  
R  ＝ . 0 4 8  n . s  

ア ン ビ バ レ ン ト  

回  避  2  

*,p<.05 

 
f i g  6  内 的 作 業 モ デ ル 尺 度 の 下 位 尺 度 を 説 明 変 数 ， 友 人 と の 付 き 合 い 方

イ メ ー ジ の「 友 人 と 関 わ り 方 に 関 す る 姿 勢 」に お け る 現 実 と 理 想 の 差 異 を

目 的 変 数 と す る 重 回 帰 分 析 結 果 （ 標 準 偏 回 帰 係 ） を 示 す  

 
 「 友 人 と の 関 わ り 方 に 関 す る 姿 勢 の 差 異（ 深 さ の 差 異 ）」に つ

い て は ，I W M の 下 位 尺 度 の 影 響 を 受 け て い な い と い う 結 果 と な

っ た 。  
 
 
 安  定  

自 分 が 関 わ ろ う と す

る 友 人 の 範 囲 の 差 異  

（ 広 さ の 差 異 ）  

－ . 3 2 5 * * *  

. 0 8 6  n . s  

－ . 0 4 3  n . s  
R  ＝ . 11 7 * * *  

ア ン ビ バ レ ン ト  

回  避  2  

 
 
 
 

****.p<.001  

 
f i g  7  内 的 作 業 モ デ ル 尺 度 の 下 位 尺 度 を 説 明 変 数 ， 友 人 と の 付 き 合 い 方

イ メ ー ジ の「 自 分 が 関 わ ろ う と す る 友 人 の 範 囲 」に お け る 現 実 と 理 想 の 差

異 を 目 的 変 数 と す る 重 回 帰 分 析 結 果 （ 標 準 偏 回 帰 係 ） を 示 す  

 
 「 自 分 が 関 わ ろ う と す る 友 人 の 範 囲 の 差 異（ 広 さ の 差 異 ）」に

関 し て は ，安 定（ S e c u r e）尺 度 の 得 点 が 負 の 影 響 を 与 え て い た 。

安 定 （ S e c u r e） 尺 度 の 得 点 が 高 い 人 ほ ど ， 広 さ の 差 異 は 小 さ く

な る 傾 向 が 示 さ れ た 。  
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重回帰分析の結果，友人との付き合い方における理想と現実の差異の内，

「友人との関わり方に関する姿勢の差異（深さの差異）」は IWM の影響

をほぼ受けていないという結果となった。よって，「友人との関わり方に

関する姿勢の差異（深さの差異）」は IWM に関係なく生じると示唆され

る。また，「自分が関わろうとする友人の範囲の差異（広さの差異）」は

IWM のうち安定（Secure）の影響を受けていることが明らかとなった。

IWM の内安定（Secure）が高い人，つまり他者は協力的と認識し，自己

は援助される価値があるという認識が高い人は，友人と関わる範囲に差異

が生じにくいと示唆される。  

 
第 考4 節 察  

（ 1） I W M と 現 実 の 友 人 と の 付 き 合 い 方 に 関 す る 認 識 の 関 連  
 安 定 （ S e c u r e） 尺 度 の 得 点 が 高 い 人 は ， 自 分 は 友 人 と 深 く 関

わ る 付 き 合 い 方 を し て い る と 認 識 し て い る 傾 向 が あ る 。し か し ，

決 定 係 数 が 高 く な い の で（ R 2 = . 0 8 7， p < . 0 1）大 き な 影 響 を 及 ぼ

し て い る と は い え な い が ， 無 視 で き な い 程 度 の 影 響 を 与 え て い

る と 解 釈 で き る 。 同 様 に ， 安 定 （ S e c u r e） 尺 度 の 得 点 が 高 い 人

は ， 自 分 は 広 い 範 囲 の 友 人 と 関 わ っ て い る と 認 識 し て い る 傾 向

が あ り ，決 定 係 数 も 十 分 に 高 い（ R 2 = . 4 2 4，p < . 0 0 1）。そ の た め ，

I W M が 安 定 し て い る こ と で ，友 人 と の 関 わ り 方 が 全 方 向 的 だ と

認 識 し や す い こ と が 明 ら か と な っ た 。  
以 上 よ り ， 他 者 は 好 意 的 で あ り 自 分 は 援 助 さ れ る 価 値 が あ る

と い う 認 識 が で き る I W M を 持 つ 人 は ， 自 分 の 対 人 関 係 を 肯 定

的 に 捉 え る こ と が で き る こ と が 示 唆 さ れ る 。  
 
（ 2） I W M と 理 想 と す る 友 人 と の 付 き 合 い 方 の 関 連  
 「 友 人 と の 関 わ り 方 に 関 す る 姿 勢 （ 深 さ 理 想 ）」 で は ， 回 避

（ Av o i d a n t）尺 度 の 得 点 が 高 い 人 は 人 と 深 く 関 わ る こ と を 望 ん

で い な い 傾 向 が あ る（ R 2 = . 1 3 7， p < . 0 1）。「 自 分 が 関 わ ろ う と す

る 友 人 の 範 囲 （ 広 さ 理 想 ）」 で は ， 安 定 （ S e c u r e） 尺 度 の 得 点

が 高 い 人 は 広 い 範 囲 の 友 人 と 付 き 合 う こ と を 望 む 傾 向 が 認 め ら

れ た （ R 2＝ . 2 1 4， p < . 0 0 1）。  
他 者 と 親 し く な る こ と を 避 け る 傾 向 を 持 つ I W M を 持 つ 人 は ，

や は り 理 想 と し て も そ れ を 望 む 傾 向 が あ る こ と が 本 研 究 で も 認

め ら れ た 。ま た ，他 者 や 自 己 に 対 す る 認 識 が 安 定 し て い る 人 は ，
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広 い 範 囲 人 と 友 人 に な る こ と を 望 む 傾 向 が 見 ら れ ，I W M の 違 い

が ， 実 際 の 友 人 関 係 ス タ イ ル だ け で な く ， 友 人 関 係 に 関 す る 理

想 に も 影 響 を 与 え て い る こ と を 明 ら か に す る こ と が 出 来 た 。  
 
（ 3） I W M と 友 人 と の 付 き 合 い 方 に お け る 理 想 と 現 実 の 差 異 と

の 関 連  
 「 友 人 と の 関 わ り 方 に 関 す る 姿 勢 の 差 異 （ 深 さ の 差 異 ）」 は

I W M の 影 響 を 受 け て い な い こ と が 分 か っ た（ R 2 = . 4 8，p > . 0 5）。

さ ら に ，「 自 分 が 関 わ ろ う と す る 友 人 の 範 囲 の 差 異 （ 広 さ の 差

異 ）」 に 関 し て は ， I W M の 安 定 （ S e c u r e） 尺 度 の 得 点 が 高 い ほ

ど 差 異 が 小 さ い 傾 向 が 認 め ら れ た （ R 2 = . 11 7， p < . 0 0 1）。  
 こ の 結 果 は ，I W M の 違 い が 必 ず し も 友 人 と の 付 き 合 い 方 に お

け る 理 想 と 現 実 の 差 異 に 影 響 を 与 え て い る と は い え な い こ と を

示 唆 し て い る 。  
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第 6 章  友人関係の理想と現実の差異の個人差に関

する検討【研究 2】  
 

第 1 節  目 的  
友 人 関 係 に 関 す る 理 想 と 現 実 の 差 異 が 生 ま れ た 場 合 に ， 差 異

を ど の 程 度 意 識 し や す い の か は 個 人 に よ っ て 異 な る 。研 究 1 で

は ， 理 想 と 現 実 の 差 異 の 大 き さ と I W M と の 関 連 つ い て 検 討 し

た が ，研 究 2 で は 理 想 と 現 実 の 差 異 を ど の 程 度 意 識 し て い る か

に つ い て ， 検 討 を 加 え て い く 。  
検 討 を 加 え て い く に あ た り ，  
 

①  自 己 意 識 特 性 の う ち ， 公 的 自 己 意 識 が 高 い 人 は 他 者 の 目 を

気 に す る た め ， 現 実 と 理 想 の 付 き 合 い 方 の 差 を 認 め た 時 に ， そ

の 差 異 を 気 に し や す い の で は な い か 。 ま た ， 私 的 自 己 意 識 が 高

い 人 は 信 念 や 価 値 観 と 実 際 の 行 動 に 一 貫 性 が 見 ら れ る の で ， 現

実 と 理 想 の 付 き 合 い 方 の 差 を 気 に し な い の で は な い か 。  
②  現 実 と 理 想 の 差 異 が 生 じ る 場 面 に 出 く わ し た 時 に ， 自 分 へ

の 信 頼 感 や 他 者 へ の 信 頼 感 が 高 い 人 は ， そ の 差 異 が あ っ て も 友

人 と 上 手 く 付 き 合 う こ と が 出 来 る と い う 認 識 が で き ， そ の 差 異

を 意 識 し な い の で は な い か 。  
 
 と い う 2 つ の 仮 説 を 立 て た 。  
 な お ，調 査 2 で は 実 際 に 理 想 と す る 友 人 と の 付 き 合 い と 現 実

の 友 人 と の 付 き 合 い 方 の 差 の 大 小 は 問 題 と し な い こ と と す る 。  
 

第 2 節  方 法  
＜ 調 査 対 象 ＞  

東 北 圏 内 の A 大 学 の 学 生 3 3 3 名 に 調 査 し た 。 1 項 目 以 上 の

未 記 入 が あ る も の ，ま た は 1 項 目 に つ き 2 つ 以 上 に 印 が あ る

も の を 除 外 し た と こ ろ ， 有 効 回 答 者 は 3 1 7 名 （ 男 性 11 5 名 ，

女 性 2 0 2 名 ，平 均 年 齢 1 9 . 7 歳 ）で あ っ た（ 有 効 回 答 率 9 5 . 2％ ）。 

 

＜ 調 査 時 期 ＞  

2 0 0 9 年 11 月 下 旬 に 実 施 し た 。  
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＜ 調 査 手 続 き ＞  

学 生 に ， 無 記 名 で 友 人 関 係 に 関 す る ア ン ケ ー ト の 回 答 を 依

頼 し た 。ア ン ケ ー ト 用 紙 に よ っ て 調 査 し ，回 答 は 講 義 の 最 初 ，

も し く は 最 後 に 行 い ， 実 施 後 直 ち に 回 収 し た 。  

 

＜ 使 用 尺 度 ＞   
①  基 本 的 信 頼 感 尺 度  8 項 目 ， 5 件 法  
②  自 己 意 識 特 性 尺 度  1 0 項 目 ， 5 件 法  
③  友 人 関 係 尺 度  1 0 項 目 ， 5 件 法 （ 4 件 法 ）  
 
 こ れ ら の 尺 度 に つ い て は ， ま ず ， そ れ ぞ れ の 尺 度 ご と に 因 子

分 析 を 行 い ， 尺 度 の 妥 当 性 を 検 討 す る 。 次 に ， 下 位 尺 度 の 合 計

得 点 を 算 出 し ， 下 位 尺 度 間 の 相 関 を 求 め た 。 因 子 ご と の 関 連 に

つ い て 検 討 し た 後 ， 仮 説 検 証 の た め の 分 析 を 加 え て い く 。  
 
1） 基 本 的 信 頼 感 尺 度  

 基 本 的 信 頼 感 尺 度 は ，谷（1996）により作成されたものであり，「基

本的信頼感」尺度と「対人的信頼感」尺度の 2 つの下位尺度からなる尺度

である。「基本的信頼感」は，Erikson（1959）のいう基本的信頼感に相

当するものであり，「対人的信頼感」は現実の人間関係に基づく一般的な

他者に対する信頼感を表している。 

本 研 究 で は ， 谷 （ 1 9 9 6） が 作 成 し た 基 本 的 信 頼 感 尺 度 の 11
項 目 の 内 ， そ れ ぞ れ の 下 位 尺 度 か ら ４ 項 目 ず つ 用 い た 。 質 問 項

目 の 形 式 は「 あ て は ま る 」「 少 し あ て は ま る 」「 ど ち ら で も な い 」

「 あ ま り あ て は ま ら な い 」「 あ て は ま ら な い 」 の 5 件 法 と し た 。

「 あ て は ま る 」 － 5 点 ，「 あ て は ま ら な い 」 － 1 点 と し ， 逆 転 項

目 は 逆 転 処 理 を 実 施 し て か ら ， 分 析 を 行 っ た 。  

 

2） 自 己 意 識 特 性 尺 度  

 自 己 意 識 特 性 尺 度 は ，菅 原（ 1 9 8 4）に よ っ て 作 成 さ れ た 尺 度

で ， F e n i g s t e i n , A . ,  S c h e i e r, M . F. , & B u s s , A . H .（ 1 9 7 5） の 自 意

識 尺 度 の 項 目 を 参 考 と し て ， 2 6 項 目 を 独 自 に 作 成 ･編 集 さ れ た

も の で あ る 。 自 己 意 識 特 性 （ 自 意 識 特 性 ） と は ， 自 分 自 身 に ど

の 程 度 注 意 を 向 け や す い の か で あ り ， 自 分 の 外 見 や 振 る 舞 い な

ど の 他 人 か ら 見 ら れ る 自 己 の 側 面 に 注 意 を 向 け る 程 度 を 表 す 公
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的 自 己 意 識 と ， 自 分 の 気 分 や 感 情 な ど の 自 己 の 内 面 に 関 す る 側

面 に 注 意 を 向 け る 程 度 を 表 す 私 的 自 己 意 識 の 2 つ の 側 面 が あ る 。

自 己 意 識 特 性 尺 度 は ， こ の 2 つ の 側 面 を 測 定 す る ，「 公 的 自 己

意 識 」 尺 度 と 「 私 的 自 己 意 識 」 尺 度 の 下 位 尺 度 で 構 成 さ れ て い

る 。  

本 研 究 で は ，菅 原（ 1 9 8 4）に よ っ て 作 成 さ れ た 自 己 意 識 特 性

の 中 か ら ， そ れ ぞ れ の 下 位 尺 度 か ら 5 項 目 を 選 出 し 用 い た 。 質

問 項 目 の 形 式 は 「 あ て は ま る 」「 少 し あ て は ま る 」「 ど ち ら で も

な い 」「 あ ま り あ て は ま ら な い 」「 あ て は ま ら な い 」 の 5 件 法 と

し た 。「 あ て は ま る 」 － 5 点 ，「 あ て は ま ら な い 」 － 1 点 と し ，

逆 転 項 目 は 逆 転 処 理 を 実 施 し て か ら ， 分 析 を 行 っ た 。  

 
3） 友 人 関 係 尺 度  

岡 田（ 1 9 9 5）に よ っ て 作 成 さ れ た 友 人 関 係 尺 度 は ，青 年 期 の 友

人 関 係 の 特 徴 を 測 定 す る 尺 度 で あ る 。 こ の 尺 度 は ， 友 人 を 気 遣

い な が ら 関 わ る 「 気 遣 い 」 尺 度 ， 友 人 と 深 く 関 わ る こ と を 避 け

る 関 わ り 方 を す る 「 ふ れ あ い 回 避 」 尺 度 ， 集 団 で 表 面 的 な 面 白

さ を 求 め る 「 群 れ 」 尺 度 の 3 つ の 下 位 尺 度 で 構 成 さ れ て い る 。 
本 研 究 で は ， 岡 田 （ 1 9 9 5） が 作 成 し た 友 人 関 係 尺 度 の 中 で ，

岡 田 （ 1 9 9 9） を 参 考 に し ，「 ふ れ あ い 回 避 」 尺 度 と 「 群 れ 」 尺

度 の 2 つ の 下 位 尺 度 を 用 い る こ と と し た 。項 目 は そ れ ぞ れ 下 位

尺 度 ご と に 意 図 的 に 選 出 し た 5 項 目 を 用 い た 。 ま た ， 項 目 は 変

え ず に （ 1） 現 在 の つ き あ い 方 ，（ 2） 理 想 と し て い る つ き あ い

方 ，（ 3） 現 在 の つ き あ い 方 と 理 想 と し て い る つ き あ い 方 に 差 が

あ る と し た ら 気 に な る か ， に つ い て 回 答 し て も ら っ た 。 質 問 項

目 の 形 式 は （ 1） と （ 2） に 関 し て は 「 あ て は ま る 」「 少 し あ て

は ま る 」「 ど ち ら で も な い 」「 あ ま り あ て は ま ら な い 」「 あ て は ま

ら な い 」 の 5 件 法 と し た 。「 あ て は ま る 」 － 5 点 ，「 あ て は ま ら

な い 」 － 1 点 と し ， 逆 転 項 目 は 逆 転 処 理 を 実 施 し て か ら ， 分 析

を 行 っ た 。 ま た ，（ 3） に 関 し て は ， 友 人 と の 現 在 の つ き あ い 方

と 理 想 と し て い る つ き あ い 方 に 差 が あ る と し た と き ，「 気 に な

る 」「 少 し 気 に な る 」「 気 に な ら な い 」「 あ ま り 気 に な ら な い 」の

4 件 法 と し た 。「 気 に な る 」－ 4 点 ，「 気 に な ら な い 」－ 1 点 と し

て 分 析 を 行 っ た 。  
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第 3 節  結 果  
（ 1） 各 尺 度 の 因 子 分 析  

a． 基 本 的 信 頼 感 尺 度 の 分 析  

 基 本 的 信 頼 感 尺 度 8 項 目 に 対 し て 最 尤 法 に よ る 因 子 分 析 を 行

っ た 。 初 期 解 の 固 有 値 の 変 化 は ， 2 . 5 4 7， 1 . 5 8 7， 0 . 9 1 6… と い

う も の で あ り ， 第 2 因 子 ま で が 固 有 値 1 以 上 で あ る た め ， 2 因

子 構 造 が 妥 当 で あ る と 考 え た 。 さ ら に ス ク リ ー プ ロ ッ ト を 参 考

に し ， 2 因 子 が 妥 当 と 判 断 し た 。 ま た ， も と も と の 尺 度 に 関 し

て も 2 因 子 で あ る た め 抽 出 因 子 数 を 2 因 子 に 設 定 し ， 最 尤 法 ，

プ ロ マ ッ ク ス 回 転 で 因 子 分 析 を 行 っ た 。 プ ロ マ ッ ク ス 回 転 を 行

っ た 理 由 と し て ，先 行 研 究 よ り 2 つ の 因 子 の 相 関 関 係 が 認 め ら

れ て い た た め ， こ の 回 転 が 適 当 と 判 断 し 行 っ た 。 最 終 的 に 回 転

後 の 固 有 値 は 第 1 因 子 が 1 . 7 8 3， 第 2 因 子 が 1 . 5 5 5， 回 転 前 の

累 積 寄 与 率 は 3 8 . 2％ で あ っ た 。得 ら れ た 各 因 子 の 負 荷 量 と 因 子

間 相 関 を Ta b l e  1 に 示 す 。  
 
Ta b l e  1  基 本 的 信 頼 感 尺 度 の プ ロ マ ッ ク ス 回 転 後 の 因 子 負 荷

量 （ 最 尤 法 ）  
 
        項    目               F 1     F 2  

基本的信頼感（α=.72）  

人から見捨てられたのではないかと心配になることがある      .846       .070 

自分自身のことが信頼出来ないと感じることがある                        .640       .046 

失敗すると，二度と立ち直れないような気がする                          .518        .002 

人生に対して，不信感を感じることがある                                  .485     － .166 

対人的信頼感（α=.63）  

一般的に，人間は信頼できるものであると思う           － .040   .873 

普通，人はお互いに誠実にかかわりあっているものだと思う      .084   .574 

自分が困ったときには，周りの人々からの援助が期待できる     － .110     .376 

周囲の人々によって自分が支えられていると感じる          .038   .365 

                        因子相関 F1   F1    F2 

                             F2 － .302 
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第１因子は，「人から見捨てられたのではないかと心配になることがあ

る」など 4 項目からなり，谷（1996）による「基本的信頼感」因子の項

目で構成されていたため，本研究でも原典通りの因子名とする。第 2 因子

は，「一般的に，人間は信頼できるものであると思う」など 4 項目からな

り，これも第 1 因子同様に谷（1996）の下位尺度どおりの結果となった

ため，原典同様「対人的信頼感」因子とする。  
なお，各因子別に Table 1 で示した項目を用い，各因子のα係数を算出

したところ，第 1 因子「基本的信頼感」は .72，第 2 因子「対人的信頼感」

は .63 で，各尺度の内部一貫性は保たれているといえる。  
 
b．自己意識特性の因子分析  
自己意識特性尺 度 1 0 項 目 に 対 し て 最 尤 法 に よ る 因 子 分 析 を 行

っ た 。 初 期 解 の 固 有 値 の 変 化 は ， 3 . 9 8 7， 2 . 0 5 7， 0 . 8 3 0… と い

う も の で あ り ， 第 2 因 子 ま で が 固 有 値 1 以 上 で あ る た め ， 2 因

子 構 造 が 妥 当 で あ る と 考 え た 。 さ ら に ス ク リ ー プ ロ ッ ト を 参 考

に し ， 2 因 子 が 妥 当 と 判 断 し た 。 ま た ， も と も と の 尺 度 に 関 し

て も 2 因 子 で あ る た め 抽 出 因 子 数 を 2 因 子 に 設 定 し ， 最 尤 法 ，

プ ロ マ ッ ク ス 回 転 で 因 子 分 析 を 行 っ た 。 プ ロ マ ッ ク ス 回 転 を 行

っ た 理 由 と し て ，信 頼 感 尺 度 同 様 に 先 行 研 究 よ り 2 つ の 因 子 の

相 関 関 係 が 認 め ら れ て い た た め ， こ の 回 転 が 適 当 と 判 断 し 行 っ

た 。 最 終 的 に ， 第 1 因 子 の 固 有 値 は 3 . 2 8 6， 第 2 因 子 の 固 有 値

は 2 . 4 4 2 と な り ， 回 転 前 の 累 積 寄 与 率 は 5 1 . 3 2％ で あ っ た 。 得

ら れ た 各 因 子 の 負 荷 量 と 因 子 間 相 関 を Ta b l e  2 に 示 す 。  
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Ta b l e  2  「 自 己 意 識 特 性 尺 度 」P r o m a x 回 転 後 の 因 子 負 荷 量（ 最

尤 法 ）  
 
        項    目               F 1     F 2  

公的自己意識（α=.88）  

自分がどう思われているのか気になる               .882     － .121 

自分の発言を他人がどう受け取ったか気になる                         .812       .037 

人前で何かをする時，自分のしぐさや姿が気になる                     .755        .022 

自分についての噂に関心がある                                      .739     － .011 

他人からの評価を考えながら行動する               .655   .058 

私的自己意識（α=.76）  

しばしば，自分の心を理解しようとする              － .043   .839 

自分が本当は何をしたいのかを考えながら行動する         － .054   .713 

自分がどんな人間なのか自覚しようとしている            .144     .648 

他人を見るように自分をながめてみることがある          － .038   .510 

気分が変わると自分自身でそれを敏感に感じ取るほうだ        .139   .414 

                        因子相関 F1   F1    F2 

                             F2 － .338 

 

 第 1 因子は，「自分がどう思われているのか気になる」など 5 項目か

らなり，元の尺度である「公的自己意識」因子と項目が一致していたため，

原典通りの「公的自己意識」因子と命名した。第 2 因子は，「しばしば，

自分の心を理解しようとする」など 5 項目からなり，第 2 因子に関して

も菅原（1984）の「私的自己意識」因子と項目が一致していたため，原

典同様に「私的自己意識」因子と命名した。なお，各因子別に Table 2 で

示した項目を用い，各因子のα係数を算出したところ，第 1 因子「公的自

己意識」は .88，第 2 因子「私的自己意識」は .76 で共に高い数値を示し

ていたため，各因子の内部一貫性は保たれているといえる。  
 
 c．友人関係尺度の因子分析  
 原 典 同 様 の 尺 度 の 結 果 が 得 ら れ る か を 確 か め る た め に ， こ こ

で は 「 現 実 の 友 人 と の つ き あ い 方 」 の 1 0 項 目 に つ い て 因 子 分

析 を 行 っ た 。 友 人 関 係 尺 度 1 0 項 目 に 対 し て 主 因 子 法 に よ る 因

子 分 析 を 行 っ た 。初 期 解 の 固 有 値 の 変 化 は ，3 . 0 6 8，1 . 8 7 2，1 . 1 4 8
… と い う も の で あ り ， 第 3 因 子 ま で が 固 有 値 1 以 上 で あ っ た 。
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さ ら に も と も と の 尺 度 が 2 因 子 構 造 で あ っ た た め ，そ れ を 考 慮

し 抽 出 因 子 数 を 2 因 子 に 設 定 し て ， 主 因 子 法 ， バ リ マ ッ ク ス 回

転 で 因 子 分 析 を 行 っ た 。 バ リ マ ッ ク ス 回 転 を 行 っ た 理 由 と し て

は ， 先 行 研 究 で バ リ マ ッ ク ス 回 転 に よ る 因 子 分 析 を 行 っ て い た

た め ， 本 研 究 で も そ れ に な ら い バ リ マ ッ ク ス 回 転 で 因 子 分 析 を

行 っ た 。最 終 的 な 固 有 値 は ，第 1 因 子 で 2 . 0 3 7，第 2 因 子 で 1 . 8 5 7
と な り ，累 積 寄 与 率 は 3 8 . 4％ で あ っ た 。得 ら れ た 各 因 子 の 負 荷

量 ， 2 乗 和 ， 寄 与 率 を Ta b l e  3 に 示 す 。  
 

Ta b l e  3 「 友 人 関 係 尺 度 」バ リ マ ッ ク ス 回 転 後 の 因 子 負 荷 量（ 主

因 子 法 ）  
        項    目               F 1      F 2  

群れ（α=.73）  

ウケるようなことをする                      .822       － .104 

友達に冗談を言って笑わせる                                   .819       － .134 

楽しい雰囲気になるように気を使う                                .486         .130 

みんなで一緒にいることが多い                                       .472      － .297 

一人の友達と特別親しくするよりはグループで仲良くする      .329   － .165 

ふれあい回避（α=.70）  

お互いのプライバシーには入らない                － .033   .759 

お互いの領分に踏み込まない                   － .008   .742 

相手に甘えすぎない                       － .152     .500 

相手のいうことに口をはさまない                 － .069   .432 

心を打ち明ける（＊）                      － .310   .364 

          2 乗 和                  2.037  1.857 

          寄 与 率                20.373  18.571 

＊は逆転項目  

 

 第 1 因子は，「ウケるようなことをする」など 5 項目からなり，岡田（1995）
の「群れ」因子と項目が一致したため，本研究でも原典通りに「群れ」因

子と呼ぶこととする。第 2 因子は「ウケるようなことをする」など 5 項

目からなり，第 1 因子同様に岡田（1995）と項目が一致したため「ふれ

あい回避」因子と呼ぶこととする。なお，各因子別に Table 3 で示した項

目を用い，各因子のα係数を算出したところ，第 1 因子「群れ」は .78，
第 2 因子「ふれあい回避」は .70 で，各尺度の内部一貫性は保たれている
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といえる。  
 
（ 2） 下 位 尺 度 と の 相 関   

各 因 子 の 関 係 を 検 討 す る た め ， そ れ ぞ れ の 下 位 尺 度 の 得 点 を

合 計 し ， P e a r s o n の 相 関 係 数 を 算 出 し た （ Ta b l e  4）。 友 人 関 係

尺 度 に 関 し て は ，同 じ 項 目 を そ れ ぞ れ 用 い て ，「 友 人 と 実 際 し て

い る と 思 う 付 き 合 い 方 」，「 友 人 と の 理 想 と す る 付 き 合 い 方 」，「 友

人 と 実 際 に し て い る 付 き 合 い 方 と 友 人 と の 理 想 と す る 付 き 合 い

方 の 間 に 差 異 が あ っ た と き に ど の 程 度 気 に な る か 」 を 測 定 し て

い る 。そ こ で ，「 友 人 と 実 際 し て い る と 思 う 付 き 合 い 方 」に 関 す

る 群 れ ，ふ れ あ い 回 避 の そ れ ぞ れ の 尺 度 得 点 を 群 れ（ 現 在 ），ふ

れ あ い 回 避（ 現 在 ）と し ，「 友 人 と の 理 想 と す る 付 き 合 い 方 」に

関 し て は 群 れ（ 理 想 ），ふ れ あ い 回 避（ 理 想 ），「 友 人 と 実 際 に し

て い る 付 き 合 い 方 と 友 人 と の 理 想 と す る 付 き 合 い 方 の 間 に 差 異

が あ っ た と き に ど の 程 度 気 に な る か 」 に 関 し て は 群 れ （ 気 に な

る ）」，「 ふ れ あ い 回 避 （ 気 に な る ） と 表 す こ と と し た 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 47



Ta b l e  4 下 位 尺 度 ご と の 相 関 係 数  
          基本的信頼感  対人的信頼感   公的自己意識   私的自己意識  

基本的信頼感              － .227**      .462**      .231** 

対人的信頼感                        .048       .011 

公的自己意識                                 .294** 

私的自己意識  

         群れ ふれあい回避  群れ  ふれあい回避  群れ  ふれあい回避  

           (現実 )  (現実 )   (理想 )   (理想 )   (気になる )  (気になる ) 

基本的信頼感    .028   .049   － .013   .073     .226**   .302** 

対人的信頼感    .245** － .254**   .285** － .264**   － .011   － .068 

公的自己意識    .276** － .080    .305  － .118*     .215**   .309** 

私的自己意識    .084   .142*   － .012   .074     .080    .075 

群れ (現実 )          － .289**   .520** － .024     .060    .132* 

ふれあい回避 (現実 )            － .260**  .420**    .021   － .057  

群れ (理想 )                     － .056     .155**   .076 

ふれあい回避 (理想 )                        － .040    .019 

群れ (気になる )                                 .574** 

ふれあい回避 (気になる ) 

**．相関係数は 1％水準で有意（両側）  

*．  相関係数は 5％水準で有意（両側）  

 
a. 基本的信頼感尺度と友人関係尺度との関連  
 まず，基本的信頼尺度における基本的信頼感と実際の友人関係との間に

は相関が見られなかった（群れ（現実）：r＝ .028 ふれあい回避（現実）：

r＝ .049）。対人的信頼感と実際の友人関係を測定した友人関係尺度におけ

る群れ（現実）との間には正の相関が（ｒ＝ .245，ｐ<.01），また，対人

的信頼感とふれあい回避（現実）との間には負の相関（r＝－ .254，p<.01）
が見られた。  
 次に，基本的信頼感尺度と友人との理想とする付き合い方との関連は，

実際の友人関係同様，基本的信頼感について有意な相関は見られなかった

が（群れ（理想）：－ .013，p>.05 ふれあい回避（理想）：.073，p>.05），
対人的信頼感との間には有意な相関が見られた（群れ（理想）：r＝ .285，
p<.01 ふれあい回避（理想）：r＝－ .264，p<.01）。  

基本的信頼感尺度と理想と現実の差異をどの程度気にするかについて

は，基本的信頼感については有意な正の相関が見られたが（群れ（気にな
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る）：r＝ .226，p<.01 ふれあい回避（気になる）：r＝ .302，p<.01），対

人的信頼感とは有意な相関が認められなかった（群れ（きになる）：r＝
－ .011，p>.05 ふれあい回避（気になる）：r＝－ .068，p>.05）。  

 
b. 自己意識特性尺度と友人関係尺度との関連  
 自己意識特性と実際の友人との付き合い方については，公的自己意識特

性は群れ（現実）尺度の得点と有意な正の相関（r＝ .276，p<.01）が，ま

た私的自己意識特性尺度の得点についてはふれあい回避（現実）尺度の得

点と弱い正の相関が見られた（r＝ .142，p<.05）。  
また，自己意識特性と友人との理想としている付き合い方との間には，

公的自己意識特性尺度の得点とふれあい回避（理想）尺度の得点との間に

弱い負の相関が見られた（r＝－ .118，p<.05）が，私的自己意識特性尺度

の得点との間には有意な相関は認められなかった（群れ（理想）：r＝－ .012，
p>.05 ふれあい回避（理想）：r＝ .074，p>.05）。  

自己意識特性と理想と現実の差異をどの程度気にするかについては，公

的自己意識特性尺度の得点が高いほど群れ（気になる）尺度得点，ふれあ

い回避（気になる）尺度得点も高くなる傾向が認められた（群れ（気にな

る）：r＝ .215，p<.01 ふれあい回避（気になる）：r＝ .309，p<.01）。  
 

c. 友人関係尺度内の関連  
 友人との実際にしている付き合い方と友人との理想とする付き合い方

では，群れ尺度，ふれあい回避尺度ともに実際の付き合い方と理想とする

付き合い方に有意な正の相関が見られた。言い換えると，実際の友人との

付き合い方で群れ（現実）尺度の得点が高い人は理想としている付き合い

方でも群れ（理想）尺度の得点も高く（r＝520，p<.01），また同様に実

際の友人との付き合い方でふれあい回避（現実）尺度の得点高い人は，理

想としている付き合い方でもふれあい回避（理想）尺度の得点が高くなる

傾向がある（r＝ .420，p<.01）。このことより，友人との付き合い方の理

想と現実は関連があることが分かる。  
 また，理想と現実の差がどの程度気になるかについては，群れ（気にな

る）尺度の得点が高いとふれあい回避（気になる）尺度の得点も高く（r
＝ .573，p<.01），理想と現実の差が気になる人はどちらか一方の因子だけ

で気になるわけではなく，どちらの因子においても気になる傾向がある。 
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（3）仮説の検証  
 研 究 2 で は ，①  自 己 意 識 特 性 が 高 い 人 は 現 実 と 理 想 の 差 異

を 意 識 し や す い の で は な い か ， ま た ， ②  現 実 と 理 想 の 差 異 が

生 じ る 場 面 に 出 く わ し た 時 に ， 他 者 へ の 基 本 的 信 頼 感 が 高 い 人

は そ の 差 異 を ネ ガ テ ィ ブ な も の と し て 意 識 し な い の で は な い か ，

の 2 つ の 仮 説 を 立 て た 。 そ の 2 つ の 仮 説 の 検 証 を 行 っ て い く 。 
ま ず ， 仮 説 検 証 を 行 う 前 に 自 己 意 識 特 性 と 基 本 的 信 頼 感 の 下

位 尺 度 が 実 際 の 友 人 と の 付 き 合 い 方 や 理 想 と し て い る 友 人 と の

付 き 合 い 方 を ど の 程 度 予 測 し う る か を 調 べ る た め に ， 自 己 意 識

特 性 の 2 つ の 下 位 因 子 と 基 本 的 信 頼 感 の 2 つ の 下 位 尺 度 を 説 明

変 数 ，友 人 関 係 尺 度 に お け る 下 位 尺 度 の 2 つ を そ れ ぞ れ 目 的 変

数 と し ， 実 際 の 友 人 と の 付 き 合 い 方 ， 理 想 と す る 友 人 と の 付 き

合 い 方 に つ い て 重 回 帰 分 析 を 行 っ た 。 結 果 を 以 下 の パ ス 図 に 表

す （ F i g  1～ 4）。  
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基 本 的 信 頼 感  

 

群 れ （ 現 実 ）  

－ . 0 5 9  n . s

. 2 1 8 * * *

. 0 1 0 n . s

R  ＝ . 1 3 3 * * *

 対 人 的 信 頼 感  

公 的 自 己 意 識  

2   私 的 自 己 意 識  

 . 2 9 0 * * *

***.p<.001  
 

F i g  1  基 本 的 信 頼 感 尺 度 ・ 自 己 意 識 特 性 尺 度 の 下 位 尺 度 を 説 明 変 数 ， 友

人 関 係 尺 度（ 現 実 ）の 下 位 尺 度 で あ る 群 れ（ 現 実 ）尺 度 を 目 的 変 数 と す る

重 回 帰 分 析 結 果 （ 標 準 偏 回 帰 係 数 ） を 示 す  

 
 群 れ （ 現 実 ） 尺 度 の 得 点 に は ， 基 本 的 信 頼 感 尺 度 の 下 位 尺 度

で あ る 対 人 的 信 頼 感 尺 度 と ， 自 己 意 識 特 性 尺 度 の 下 位 尺 度 で あ

る 公 的 自 己 意 識 尺 度 が 影 響 を 与 え て い る 。 基 本 的 信 頼 感 尺 度 と

私 的 自 己 意 識 尺 度 の 得 点 は 群 れ （ 現 実 ） 尺 度 の 得 点 に 影 響 を 与

え て い な い と い う 結 果 と な っ た 。  
 
 
 
 
 
 
 
 

基 本 的 信 頼 感  

 

ふ れ あ い 回 避（ 現 実 ） 

. 0 0 9  n . s
－ . 2 4 8 * * *  

. 1 7 9 * *

R  ＝ . 1 0 0 * * *

 対 人 的 信 頼 感  

公 的 自 己 意 識  

2   私 的 自 己 意 識  

－ . 1 2 5 *  

***.p<.001 **,p<.01 *,p<.05 
 

F i g  2  基 本 的 信 頼 感 尺 度 ・ 自 己 意 識 特 性 尺 度 の 下 位 尺 度 を 説 明 変 数 ， 友

人 関 係 尺 度（ 現 実 ）の 下 位 尺 度 で あ る ふ れ あ い 回 避（ 現 実 ）尺 度 を 目 的 変

数 と す る 重 回 帰 分 析 結 果 （ 標 準 偏 回 帰 係 数 ） を 示 す  

 
 ふ れ あ い 回 避 （ 現 実 ） 尺 度 の 得 点 に は ， 対 人 的 信 頼 感 尺 度 と

公 的 自 己 意 識 尺 度 の 得 点 が そ れ ぞ れ 負 の 影 響 を ， 私 的 自 己 意 識

尺 度 の 得 点 は 正 の 影 響 を 与 え て い る 。  
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 基 本 的 信 頼 感  

 

群 れ （ 理 想 ）  

－ . 1 0 6  n . s

. 2 4 5 * * *

－ . 0 9 9  n . s  

R  ＝ . 1 8 5 * * *

 対 人 的 信 頼 感  

公 的 自 己 意 識  

2   私 的 自 己 意 識  

 . 3 7 1 * * *

 
 
 
 
 

***.p<.001 
 

F i g  3  基 本 的 信 頼 感 尺 度 ・ 自 己 意 識 特 性 尺 度 の 下 位 尺 度 を 説 明 変 数 ， 友

人 関 係 尺 度（ 理 想 ）の 下 位 尺 度 で あ る 群 れ（ 理 想 ）尺 度 を 目 的 変 数 と す る

重 回 帰 分 析 結 果 （ 標 準 偏 回 帰 係 数 ） を 示 す  

 
群 れ （ 現 実 ） 尺 度 同 様 に 群 れ （ 理 想 ） 尺 度 の 得 点 に 対 し て 対

人 的 信 頼 感 尺 度 と 公 的 自 己 意 識 尺 度 の 得 点 が 正 の 影 響 を 与 え て

い る 。ま た ，そ の 影 響 度 は 群 れ（ 現 実 ）尺 度 よ り も や や 大 き い 。  
 
 
 
 
 
 
 
 

基 本 的 信 頼 感  

 

ふ れ あ い 回 避 （ 理 想 ） 

. 0 7 2  n . s

. 2 4 0 * * *

. 111  n . s

R  ＝ . 0 9 7 * * *

 対 人 的 信 頼 感  

公 的 自 己 意 識  

2   私 的 自 己 意 識  

－ . 1 7 2 * *  

***.p<.001 **,p<.01 
 

F i g  4  基 本 的 信 頼 感 尺 度 ・ 自 己 意 識 特 性 尺 度 の 下 位 尺 度 を 説 明 変 数 ， 友

人 関 係 尺 度（ 理 想 ）の 下 位 尺 度 で あ る ふ れ あ い 回 避（ 理 想 ）尺 度 を 目 的 変

数 と す る 重 回 帰 分 析 結 果 （ 標 準 偏 回 帰 係 数 ） を 示 す  

 
 ふ れ あ い 回 避 （ 理 想 ） 尺 度 の 得 点 は ， 対 人 的 信 頼 感 尺 度 の 得

点 か ら 正 の 影 響 を ， ま た 公 的 自 己 意 識 尺 度 の 得 点 か ら 負 の 影 響

を 受 け て い る 。  
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そ の 結 果 ， 対 人 的 信 頼 感 と 公 的 自 己 意 識 が 実 際 の 友 人 と の 付

き 合 い 方 や 理 想 と す る 友 人 と の 付 き 合 い 方 に 影 響 を 与 え て い る

こ と が 明 ら か と な っ た 。言 い 換 え る と ，「 自 分 や 他 者 一 般 へ の 信

頼 感 」 よ り も 「 現 実 の 対 人 関 係 に 対 す る 信 頼 感 」 が 実 際 の 友 人

と の 付 き 合 い 方 や 理 想 と す る 付 き 合 い 方 を 規 定 し て い る こ と が

示 唆 さ れ る 。 ま た ， 私 的 自 己 意 識 よ り も 公 的 自 己 意 識 が 友 人 関

係 を 規 定 し う る 要 因 と な っ て い る と 示 唆 さ れ る 。 し か し ， 決 定

係 数 が 全 体 的 に 低 い の で ， 友 人 と の 付 き 合 い 方 に お い て こ れ ら

以 外 の 要 因 が 多 く 影 響 を 与 え て い る と い え る 。  
次 に ， 仮 説 の 検 証 に う つ る 。 自 己 意 識 特 性 尺 度 と 基 本 的 信 頼

感 尺 度 を 説 明 変 数 と し ， 友 人 関 係 尺 度 に お け る 理 想 と 現 実 の 付

き 合 い 方 に 差 が あ っ た 時 に ど の 程 度 気 に す る か と い う 質 問 に お

け る 下 位 尺 度 （ 友 人 関 係 尺 度 の 質 問 項 目 と 同 様 ） を 目 的 変 数 と

し て 重 回 帰 分 析 を 行 っ た 。そ の 結 果 を ，パ ス 図 と し て 示 す（ F i g  
5， 6）。  
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基 本 的 信 頼 感  

 

群 れ （ 気 に な る ）  

. 1 6 8 * *

.  0 2 0  n . s

. 0 0 1  n . s

R  ＝ . 0 6 7 * * *

 対 人 的 信 頼 感  

公 的 自 己 意 識  

2   私 的 自 己 意 識  

 . 1 3 6 *

***.p<.001 **,p<.01*,p<.05 
 

Fig 5 基本的信頼感尺度・自己意識特性尺度を説明変数に，友人関係尺度の友人との理

想と現実の付き合い方に差がある時にどれくらい気にするのに関する下位尺度（群れ

（気になる）尺度）を目的変数とした重回帰分析結果（標準偏回帰係数）を示す  

 

群れ（気になる）尺度は基本的信頼感尺度と公的自己意識の影響を受け

ているが，決定係数は高いとはいえない。  
 
 
 
 
 
 
 
 

基 本 的 信 頼 感  

ふ れ あ い 回 避  

（ 気 に な る ）  

. 1 9 6 * *
－ . 0 3 5  n . s

－ . 0 3 8  n . s  

R  ＝ . 1 3 0 * * *

 対 人 的 信 頼 感  

公 的 自 己 意 識  

2   私 的 自 己 意 識  

 . 2 3 2 * * *

***.p<.001 **,p<.01*,p<.05 
 

Fig 5 基本的信頼感尺度・自己意識特性尺度を説明変数に，友人関係尺度の友人との理

想と現実の付き合い方に差がある時にどれくらい気にするのに関する下位尺度（ふれあ

い回避（気になる）尺度）を目的変数とした重回帰分析結果（標準偏回帰係数）を示す  

 
 群れ（気になる）尺度同様，ふれあい回避（気になる）尺度の得点も基

本的信頼感尺度と公的自己意識尺度の得点の影響を受けている。決定係数

は，群れ（気になる）尺度よりは高くなっている。  
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その結果，実際の付き合い方と理想としている付き合い方の間に差があ

った時に，どの程度その差異を気にするかどうかは，群れ（気になる）尺

度，ふれあい回避（気になる）尺度のどちらにおいても基本的信頼感尺度

の下位尺度では基本的信頼感尺度が，また自己意識特性尺度の下位尺度で

は公的自己意識尺度が影響を与えていることが明らかとなった。そのため，

仮説の一部は支持する結果となった。しかし，どちらの下位尺度において

もその決定係数の値が非常に低いので，これら以外の要因が大きく関連し

ていることが示唆される。  
 

4 節  考 察  第

（ 1） 基 本 的 信 頼 感 尺 度 ， 自 己 意 識 特 性 尺 度 と 友 人 と の 実 際 の

付 き 合 い 方  
決 定 係 数 は 低 い が（ 群 れ（ 現 実 ）： R 2 = . 1 3 3， p < . 0 0 1  ふ れ あ

い 回 避 （ 理 想 ）： R 2 = . 1 0 0， p < . 0 0 1）， 対 人 的 信 頼 感 と 公 的 自 己

意 識 が 実 際 の 友 人 と の 付 き 合 い 方 に 影 響 を 与 え て い る こ と が 示

唆 さ れ る 。 群 れ （ 現 実 ） に つ い て は ， 対 人 的 信 頼 感 尺 度 の 得 点

が 高 い 者 は ， 現 在 の 対 人 関 係 に 対 し て 信 頼 し て い る た め に ， 仲

間 と 仲 良 く 楽 し く 過 ご し て い る と い う 意 識 が 強 い の だ と 推 測 さ

れ る 。 ま た ， 公 的 自 己 意 識 尺 度 の 得 点 が 高 い 者 は 所 属 す る 集 団

に 同 調 す る 傾 向 が あ る た め ， そ れ を 反 映 し た 結 果 と い え る 。 ふ

れ あ い 回 避 （ 現 実 ） に つ い て は ， 自 分 の 所 属 す る 集 団 に 対 す る

信 頼 感 が 高 い 対 人 的 信 頼 感 を 持 つ 人 は ， よ り 友 人 と 深 く 関 わ っ

て い る と い う 認 識 を 持 ち や す い と い え る 。  
 
（ 2） 基 本 的 信 頼 感 尺 度 ， 自 己 意 識 特 性 尺 度 と 友 人 と の 理 想 と

す る 付 き 合 い 方  
友 人 と の 理 想 と す る 付 き 合 い 方 に お い て も ， 友 人 と の 実 際 の

付 き 合 い 方 と 同 様 に ， 対 人 的 信 頼 感 と 公 的 自 己 意 識 の 影 響 を 受

け て い た 。 こ の 結 果 は ， 友 人 と の 実 際 の 付 き 合 い 方 と 同 じ よ う

な 要 因 が 働 い て い る の だ と 言 え る 。 そ し て ， 特 に 公 的 自 己 意 識

尺 度 の 得 点 が 高 い 者 は 同 調 傾 向 が 強 い た め に ， 現 在 よ り も さ ら

に 友 人 と 一 緒 に い る こ と や 友 人 と 楽 し く 過 ご す こ と ， 他 者 と よ

り 深 く 関 わ る こ と を 望 む の だ と 推 測 さ れ る 。  
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（ 3） 基 本 的 信 頼 感 尺 度 ， 自 己 意 識 特 性 尺 度 と 友 人 と の 付 き 合

い 方 に お け る 理 想 と 現 実 の 差 異 へ の 気 に し や す さ  
決 定 係 数 は 低 い も の の （ 群 れ （ 気 に し や す さ ）： R 2 = . 0 6 7，

p < . 0 0 1  ふ れ あ い 回 避 （ 気 に し や す さ ）： R 2 = . 1 3 0， p < . 0 0 1），

友 人 と の 付 き 合 い 方 に お け る 理 想 と 現 実 の 差 異 へ の 気 に し や す

さ は ， 基 本 的 信 頼 感 と 公 的 自 己 意 識 が 関 連 し て い た 。 特 に ， 友

人 と の 付 き 合 い 方 の 理 想 と 現 実 を 規 定 し て い る 要 因 で は 対 人 的

信 頼 感 が 関 連 し て い た が ， 友 人 と の 付 き 合 い 方 に お け る 理 想 と

現 実 の 差 異 を ど の 程 度 気 に す る か は ， 基 本 的 信 頼 感 と 関 連 が あ

る こ と は 興 味 深 い 結 果 と い え よ う 。  
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第 Ⅲ 部  全 体 的 考 察  
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第 7 章  本研究の結論  
 
 本 研 究 で は ， 友 人 関 係 の 理 想 と 現 実 の 差 異 が 生 じ る 程 度 を

I n t e r n a l  Wo r k i n g  M o d e l（ 以 下 I W M） と の 関 連 か ら ， ま た 差

異 の 個 人 差 に つ い て は 自 己 意 識 特 性 と 信 頼 感 と の 関 連 か ら 検 討

を 行 っ た 。 本 章 で は ， 以 下 の 4 点 か ら 理 論 的 な 位 置 づ け を 行 っ

て い く 。  
 本 研 究 の 第 1 の 結 論 は ， I W M は 実 際 の 友 人 関 係 だ け で な く ，

理 想 と す る 友 人 関 係 に も 影 響 を 及 ぼ し て い る と い う こ と で あ る 。

特 に ， 他 者 は 好 意 的 で あ り ， 自 己 は 援 助 さ れ る 価 値 の あ る 人 間

で あ る と い う 認 識 を も つ I W M を 持 つ 人 や ， 他 者 と 親 し く な る

こ と を 避 け ， 他 者 は 全 面 的 に は 信 用 で き な い と い う I W M を 持

つ 人 は ， 特 に そ の 傾 向 が 友 人 関 係 の 理 想 に 対 し て も 影 響 を 与 え

て い る 可 能 性 が 高 い こ と が 示 唆 さ れ た 。  
 第 2 の 結 論 は ，I W M は 友 人 と の 付 き 合 い 方 に お け る 現 実 と 理

想 の 差 異 の 大 小 に 関 し て そ れ 程 大 き な 影 響 を 及 ぼ し て い な い 可

能 性 が あ る こ と で あ る 。  
 第 3 の 結 論 は ，実 際 の 友 人 と の 付 き 合 い 方 と 理 想 と す る 友 人

と の 付 き 合 い 方 は ， 仮 説 に お い て ， 基 本 的 信 頼 感 ， 対 人 的 信 頼

感 ， 自 己 意 識 特 性 の 全 て が 関 連 し て い る と 予 想 し て い た が ， 友

人 関 係 の 理 想 と 現 実 に は 対 人 的 信 頼 感 と 公 的 自 己 意 識 が 影 響 を

与 え て い た 。 こ れ は ， 現 在 の 人 間 関 係 ， 例 え ば 現 在 所 属 し て い

る 集 団 や 親 し く し て い る 他 者 へ の 信 頼 感 が ， 実 際 の 友 人 と の 付

き 合 い 方 や 友 人 と ど の よ う に 付 き 合 い た い と 思 う か に つ い て 影

響 を 与 え て い る こ と を 示 唆 し て い る 。 言 い 換 え る と ， 友 人 と の

付 き 合 い 方 や ど の よ う に 付 き 合 い た い か は ， 自 己 や 他 者 に 対 す

る 一 般 的 な 信 頼 感 よ り も ， む し ろ 現 在 自 分 が 所 属 し て い る 集 団

な ど へ の 信 頼 感 に よ っ て 規 定 さ れ て い る と い え る 。 ま た ， 公 的

自 己 意 識 特 性 は 他 者 か ら の 評 価 を 特 に 気 に し や す い 傾 向 を も つ

性 格 特 性 で あ る 。 公 的 自 己 意 識 が 高 い 人 は ， 自 分 が 所 属 す る 集

団 と 上 手 く や っ て い く こ と を 意 識 し や す い た め ， 公 的 自 己 意 識

の 高 さ が 現 実 の 友 人 と の 付 き 合 い 方 や ど の よ う に 友 人 と 付 き 合

い た い か に 関 連 し て い た の で は な い か と 考 え ら れ る 。  
 第 4 の 結 論 は ，基 本 的 信 頼 感 と 公 的 自 己 意 識 友 人 と の 付 き 合

い 方 の 理 想 と 現 実 の 間 に 差 異 の 気 に し や す さ に あ る 程 度 の 影 響
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力 を 持 っ て い る こ と で あ る 。 こ れ は ， 友 人 と の 付 き 合 い 方 の 理

想 と 現 実 に 対 人 的 信 頼 感 が 影 響 を 与 え て い る の に 対 し ， 理 想 と

現 実 の 差 異 の 気 に し や す さ は 基 本 的 信 頼 感 が 関 連 し て い た と い

う 興 味 深 い 結 果 と い え る 。 友 人 と の 付 き 合 い 方 の 理 想 と 現 実 の

差 異 を ど の 程 度 気 に す る か は ， 自 己 や 他 者 に 対 す る 一 般 的 な 信

頼 感 に よ る と こ ろ が あ り ， 現 在 の 対 人 関 係 一 般 へ の 信 頼 感 の 影

響 は 受 け て い な い こ と を 示 唆 し て い る 。 友 人 と の 理 想 と 現 実 の

付 き 合 い 方 の 差 異 が 生 じ た と し て も ， 幼 少 期 に 形 成 さ れ た 他 者

一 般 や 自 己 へ の 安 定 し た 基 本 的 信 頼 感 が 形 成 さ れ て い る 人 は ，

そ れ ほ ど 理 想 と 現 実 の 差 異 を 気 に せ ず 友 人 関 係 を 築 け る こ と を

表 し て い る 。 や は り ， 基 本 的 信 頼 感 の 形 成 は そ の 後 の 対 人 場 面

で の 問 題 へ も 影 響 を 及 ぼ し て い る こ と が 推 測 さ れ る 。  
本 研 究 で は ，I W M や 信 頼 感 ，自 己 意 識 特 性 か ら 友 人 関 係 に お

け る 理 想 と 現 実 や そ の 差 異 に つ い て 検 討 し た が ， 改 め て そ れ ぞ

れ の 特 性 が 対 人 関 係 の 中 の 一 つ と し て 位 置 づ け ら れ る 友 人 関 係

と の 関 連 が 見 ら れ る こ と を 明 ら か に す る こ と が 出 来 た 。 今 後 ，

I W M や 信 頼 感 ，自 己 意 識 特 性 が 現 在 の 対 人 関 係 ス タ イ ル だ け で

な く ， 理 想 と す る 対 人 関 係 ス タ イ ル に 関 す る 研 究 に も 応 用 さ れ

る こ と が 期 待 さ れ る 。  
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第 8 章  今後の課題  
 
 本 研 究 で の 問 題 点 と 課 題 は 以 下 の 2 点 で あ る 。  
 第 1 に ，自 己 意 識 特 性 の 平 均 点 が 非 常 に 高 く な っ て し ま っ た

と い う 点 で あ る 。そ の た め ，弁 別 力 が 低 く な っ た と こ ろ が あ る 。

青 年 期 で は 自 己 意 識 が 最 も 高 ま る 時 期 と い わ れ て お り

（ R o s e n b e r g，1 9 7 9），そ の 点 を 考 慮 し た 分 析 を 行 う べ き で あ っ

た 。  
 第 2 に ，友 人 と の 付 き 合 い 方 に お け る 理 想 と 現 実 の 差 異 の 測

定 が 満 足 に 出 来 て い な い 点 で あ る 。本 研 究 で は ，確 か に I n t e r n a l  
Wo r k i n g  M o d e l（ 以 下 I W M）や 信 頼 感 ，自 己 意 識 特 性 が 友 人 関

係 に お け る 理 想 と 現 実 と 関 連 し て い る こ と は 明 ら か に 出 来 た が ，

理 想 と 現 実 の 差 異 に つ い て は ま だ 不 十 分 な と こ ろ が 多 い 。 そ の

た め ， 今 後 は 友 人 関 係 に お け る 理 想 と 現 実 の 差 異 を 正 確 に 測 る

こ と が で き る 手 続 き を 考 え る 必 要 が あ る 。  
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中 井 大 介 ・ 庄 司 一 子 ( 2 0 0 6 ) .  中 学 生 の 教 師 に 対 す る 信 頼 感 と そ  
の 規 定 要 因  教 育 心 理 学 研 究 ,  5 4 ,  4 5 3 - 4 6 3  
 
中 島 義 明 ・ 安 藤 清 志 ・ 子 安 増 生 ・ 坂 野 雄 二 ・ 繁 桝 算 男 ・ 立 花 政

夫 ・ 箱 田 裕 司 ( 1 9 9 1 ) .  心 理 学 辞 典  有 斐 閣 .  
 
中 村 陽 吉 ( 1 9 9 0 ) .  自 己 過 程 の 社 会 心 理 学  東 大 出 版 会 .  
 
落 合 良 行 ・ 佐 藤 有 耕 （ 1 9 9 6） .青 年 期 に お け る 友 だ ち と の つ き  
あ い 方 の 発 達 的 変 化  教 育 心 理 学 研 究 ,  4 4 ,  5 5 - 6 5  
 
岡 田 努 ( 1 9 9 5 ) .  現 代 大 学 生 の 友 人 関 係 と 自 己 像 ・ 友 人 関 係 の あ  
り 方 と の 関 連  教 育 心 理 学 研 究 ,  4 3 ,  3 5 4 - 3 6 3  
 
岡 田 努 ( 1 9 9 9 ) .  現 代 大 学 生 の 認 知 さ れ た 友 人 関 係 と 自 己 意 識 の  
関 連 に つ い て  教 育 心 理 学 研 究 ,  4 7 ,  4 4 2 - 4 4 9  
 
岡 田 努 ( 2 0 0 5 ) .  現 代 青 年 の 友 人 関 係 ・ ラ イ フ イ ベ ン ト と 自 己 の  
発 達 に 関 す る 研 究  金 沢 大 学 文 学 部 論 集  行 動 科 学 ・ 哲 学 篇 ,   
2 5 ,  1 5 - 3 2  
 
大 平 英 樹 ( 1 9 8 9 ) .  怒 り の 動 機 と 反 応 に 対 す る 自 己 意 識 の 影 響  
社 会 心 理 学 研 究 ,  4 ( 1 ) ,  3 0 - 3 7  
 
大 崎 園 生 ( 2 0 0 3 ) .  青 年 期 に お け る 友 人 関 係 と ア イ デ ン テ ィ テ ィ  
に つ い て ― 共 感 性 と 自 己 の 感 情 体 験 を 中 心 に ―  名 古 屋 大 学 大  
学 院 教 育 発 達 科 学 研 究 科 紀 ,  5 0 ,  3 3 2 - 3 3 3  
 
押 見 輝 男 ・ 安 藤 清 志 ・ 松 井 豊 ( 1 9 9 2 )  自 分 を 見 つ め る 自 分 .  サ  
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イ エ ン ス 社  
 
小 塩 真 司 ( 1 9 9 8 ) .  青 年 の 自 己 愛 傾 向 と 自 尊 感 情 ， 友 人 関 係 の あ  
り 方 と の 関 連  教 育 心 理 学 研 究 ,  4 6 ,  2 8 0 - 2 9 0  
 
R o t t e r, J . ( 1 9 6 7 ) .  A n e w  s c a l e  f o r  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  i n t e r -  
p e r s o n a l  t r u s t  ,  J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y .  3 5 ( 4 ) ,  6 5 1 - 6 6 5 .  
 
酒 井 厚 ( 2 0 0 1 ) .  青 年 期 の 愛 着 関 係 と 就 学 前 の 母 子 関 係 ― 内 的 作  
業 モ デ ル 尺 度 作 成 の 試 み  性 格 心 理 学 研 究 ,  9 ( 2 ) ,  5 9 - 7 0  
 
S c h e i e r, M . F. ( 1 9 8 0 ) .  E f f e c t s  o f  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  s e l f -  
c o n s c i o u s n e s s  o n  t h e  p u b l i c  e x p r e s s i o n  o f  p e r s o n a l  b e l i e f s .   
J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o gy,  3 9 ,  5 1 4 - 5 2 1  
 
柴 橋 祐 子 ( 2 0 0 4 ) .「 他 者 の 表 明 を 望 む 気 持 ち 」の 心 理 的 要 因  教  
育 心 理 学 研 究 , 5 2 , 1 2 - 2 3  
 
嶋 野 重 行 ・鈴 木 志 穂 子 ・菅 原 正 和 ( 2 0 0 4 ) .  青 年 期 に お け る I W M  
( I n t e r n a l  Wo r k i n g  M o d e l )と 対 人 不 安  岩 手 大 学 教 育 学 部 研 究  
年 報 ,  6 3 ,  別 刷  
 
白 井 利 明 ( 2 0 0 6 ) .  現 代 青 年 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン か ら み た 友 人  
関 係 の 特 徴 ― 変 容 確 認 法 の 開 発 に 関 す る 研 究 （ Ⅱ ） ―  大 阪 教  
育 大 学 紀 要 ,  第 Ⅳ 部 門 ,  5 4 ( 2 ) ,  1 5 1 - 1 7 1  
 
菅 原 健 介 ( 1 9 8 4 ) .  自 意 識 尺 度 日 本 語 版 作 成 の 試 み  心 理 学 研 究 ,  
5 5 ,  1 8 4 - 1 8 8  
 
鈴 木 有 美 ( 2 0 0 4 ) .  現 代 青 年 の 友 人 関 係 に お け る 主 観 的 ウ ェ ル ビ  
ー イ ン グ ― 共 感 性 ， 怒 り の 特 性 及 び 表 出 傾 向 と の 関 連 ―  名 古  
屋 大 学 大 学 院 教 育 発 達 科 学 研 究 科 紀 要 ,心 理 発 達 科 学  ,  l 5 1 ,  
2 0 7 - 2 1 3  
 
高 井 範 子 ( 2 0 0 8 ) .青 年 期 に お け る 人 間 関 係 の 悩 み に 関 す る 研 究
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太 成 学 院 大 学 紀 要 , 1 0 , 8 5 - 9 5  
 
高 野 慶 輔 ・ 丹 野 義 彦 ( 2 0 0 9 ) .  抑 う つ と 私 的 自 己 意 識 の 2 側 面 に  
関 す る 縦 断 的 研 究  パ ー ソ ナ リ テ ィ 研 究 ,  1 7 ( 3 ) ,  2 6 1 - 2 6 9  
 
詫 摩  武 俊 ・ 戸 田 弘 二 (1988 ) .  愛 着 理 論 か ら み た 青 年 の 対 人 態

度 --成 人 版 愛 着 ス タ イ ル 尺 度 作 成 の 試 み  人 文 学 報 , 1 9 6 ,  1 - 1 6  

 
田 名 場 美 雪 ・ 佐 々 木 大 輔 ・ 佐 藤 清 子 ( 2 0 0 1 ) .  青 年 期 に お け る 基  
本 的 信 頼 感 と 対 人 関 係 （ 2）  弘 前 大 学 保 健 管 理 概 要 ,  2 2 ,  1 3 - 2 0  
 
谷 冬 彦 ( 1 9 9 8 ) .  青 年 期 に お け る 基 本 的 信 頼 感 と 時 間 的 展 望  発  
達 心 理 学 研 究 ,  9 ( 1 ) ,  3 5 - 4 4  
 
丹 野 義 彦 ・ 丹 野 ひ ろ み ( 1 9 8 7 ) .  社 会 心 理 学 的 自 己 認 知 理 論 か ら

み た 精 神 分 裂 病 の 自 己 の 病 理 ― 公 的 自 己 意 識 が 私 的 自 己 意 識 を

侵 害 す る 事 態 に つ い て ―  群 馬 医 療 短 期 大 学 紀 要 ,  8 , 4 7 - 5 8  
 
戸 田 弘 二 ( 1 9 9 1 ) .  I n t e r n a l  Wo r k i n g  M o d e l s 研 究 の 展 望  日 本  
教 育 心 理 学 会 ,  4 7 ,  4 3 2 - 4 3 9  
 
冨 田 俊 昭 ・ 水 子 学 ・ 金 光 義 弘 ( 1 9 9 9 ) .  認 知 概 念 モ デ ル に よ る 対  
人 不 安 の 検 討 ― 自 己 意 識 特 性 ， 自 己 評 価 及 び 対 人 不 安 の 関 連 に  
つ い て ―  9 ( 1 ) ,  4 9 - 5 4  
 
辻 平 治 郎 ( 1 9 9 3 ) .  自 己 意 識 と 他 者 意 識  北 王 子 書 房 .  
 
辻 平 治 郎 ( 2 0 0 4 ) .  自 己 意 識 と 自 己 内 省 ： そ の 心 配 と の 関 係  甲  
南 女 子 大 学 研 究 紀 要  人 間 科 学 編 ,  4 0 ,  9 - 1 8  
 
清 水 健 司 ( 2 0 0 9 ) .  青 年 期 に お け る 対 人 恐 怖 心 性 と 自 己 関 係 づ け  
の 関 連  人 文 科 学 論 集 人 間 情 報 学 科 編 ,  4 3 ,  6 5 - 7 5  

 
渡 辺 克 徳 ( 2 0 0 4 ) .  公 的 自 己 意 識 と 抑 う つ の 関 係 に つ い て ― 抑 う  
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つ に 他 者 の 存 在 は 重 要 か ―  臨 床 教 育 心 理 学 研 究 ,  3 0 ( 1 ) ,  3 3 - 3 7  
 
Wi c k l u n d , R . A . , & G o l w i t z e r, P. M . ( 1 9 8 7 ) .  T h e  f a l l a c y  o f  t h e   
p r i v a t e - p u b l i c  s e l f - f o c u s  d i s t i n c t i o n .  J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y ,   
5 5 ,  4 9 1 - 5 2 3  
 
山 形 恭 子 ( 2 0 0 5 ) .  自 己 意 識 と 公 私 社 会 認 識 に 関 わ る 行 動 と の 関  
連  金 沢 法 学 ,  4 7 ( 2 ) ,  1 - 2 1  
 
山 岸 明 子 ( 1 9 9 4 ) .  女 子 青 年 の 内 的 作 業 モ デ ル と 過 去 か ら 現 在 の  
対 人 的 経 験 と の 関 連  順 天 堂 医 療 短 期 大 学 紀 要 ,  5 ,  5 2 - 6 3  
 
山 岸 明 子 ( 1 9 9 7 ) .  青 年 期 後 期 か ら 成 人 期 初 期 の 内 的 作 業 モ デ  
ル ： 縦 断 的 研 究  発 達 心 理 学 研 究 ,  8 ( 3 ) ,  2 0 6 - 2 1 7  
 
山 岸 明 子 ( 2 0 0 0 )内 的 作 業 モ デ ル 尺 度 の 構 造 と 4 時 点 で の 変 動 ―  
女 子 看 護 短 大 生 を 対 象 と し て ―  順 天 堂 医 療 短 期 大 学 紀 要 ,  11 ,  
4 1 - 5 0  
 
山 岸 明 子 ( 2 0 0 4 ) .  女 子 青 年 が 持 つ 現 在 の 対 人 的 枠 組 み と 生 育 史  
に 記 述 さ れ た 母 親 及 び 友 人 と の 関 係 の 質 と の 関 連  発 達 心 理 学  
研 究 ,  1 5 ( 2 ) ,  1 9 5 - 2 0 6  
 
山 本 多 喜 司 (編 訳 ) ( 1 9 9 0 ) .  社 会 性 と 人 格 の 発 達 心 理 学  北 大 路 書

房 .  
 
吉 岡 和 子 ( 2 0 0 1 ) .  友 人 関 係 の 理 想 と 現 実 の ズ レ 及 び 自 己 受 容 か  
ら 捉 え た 友 人 関 係 の 満 足 感  青 年 心 理 学 研 究 ,  1 3 ,  1 3 - 3 0  
 
財 団 法 人 日 本 青 少 年 研 究 所 ( 2 0 0 4 ) .高 校 生 の 生 活 と 意 識 に 関 す  
る 調 査  
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 菅 原 正 和 先 生 に は ， 1 年 間 と い う 短 い 間 で し た が ， 心 理 学 に

つ い て の 基 本 的 な 知 識 や 修 士 論 文 を 進 め る に あ た っ て の 直 接 の

ご 指 導 を い た だ き ま し た 。 さ ら に ， 修 士 論 文 に つ い て だ け で な

く ， 私 生 活 で の 相 談 を 聞 い て い た だ い た り ， た く さ ん の ア ド バ

イ ス を く だ さ っ た り と ， 数 々 の 面 で 助 け て く だ さ い ま し た 。 菅

原 正 和 先 生 か ら 多 く の こ と を 学 ば せ て い た だ き ま し た 。  

ま た ， 阿 久 津 洋 巳 先 生 に は 統 計 に つ い て の 基 本 を み っ ち り と

ご 指 導 い た だ き ま し た 。 わ ず か 1 年 で 統 計 に つ い て ， こ こ ま で

力 を つ け る こ と が 出 来 た の は ， 本 当 に 阿 久 津 洋 巳 先 生 の 指 導 が

あ っ た か ら こ そ だ と 思 い ま す 。さ ら に ，統 計 の 手 法 だ け で な く ，

論 文 を 書 く に あ た っ て の ア ド バ イ ス を し て い た だ き ま し た 。  

神 常 雄 先 生 に は ， 講 義 を 通 し て 心 理 学 に 対 す る 知 識 を 学 ば せ

て い た だ き ま し た 。 さ ら に ， 顔 を 合 わ せ る と 決 ま っ て 温 か い 言

葉 を か け て く だ さ い ま し た 。 そ の 言 葉 が ， と て も 励 み に な り ま

し た 。  

さ ら に ， 岩 木 信 喜 先 生 に は み っ ち り と 論 文 を 書 く 際 の 理 論 構

成 を ご 指 導 し て い た だ き ま し た 。 特 に ， 私 が 中 間 発 表 後 に 路 頭

に 迷 い そ う に な っ た 際 に ， 方 向 性 を し っ か り と 決 め る こ と が 出

来 た の は ，岩 木 信 喜 先 生 の 指 導 が あ っ た か ら こ そ だ と 思 い ま す 。

理 論 を 組 み 立 て る こ と の 大 切 さ が 非 常 に 良 く 分 か り ま し た 。  

あ ら た め て 4 人 の 先 生 に 深 く 感 謝 申 し 上 げ ま す 。  

 最 後 に ， ア ン ケ ー ト に ご 協 力 い た だ い た 岩 手 大 学 生 の 方 々 ，

統 計 が 全 く 分 か ら な か っ た 私 に 丁 寧 に 分 か り や す く 教 え て く れ

た 佐 々 木 正 輝 く ん ， ま た ， 現 職 の 先 生 と い う こ と で 社 会 に 出 て

か ら た く さ ん 役 に 立 つ こ と を 教 え て く だ さ っ た 佐 々 木 正 輝 さ ん

と 支 え 合 い 励 ま し 合 う こ と が 出 来 た た め こ こ ま で 頑 張 れ た の だ

と 思 い ま す 。 そ し て ， 遅 く ま で と も に 修 士 論 文 に 取 り 組 ん だ 学

校 教 育 専 攻 の 大 学 院 生 の 皆 さ ん 。 今 ま で 修 士 論 文 を 仕 上 げ る に

あ た り ， 関 わ っ た す べ て の 皆 様 に 心 よ り 感 謝 申 し 上 げ ま す 。 本

当 に あ り が と う ご ざ い ま し た 。  
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友 人 関 係 意 識 調 査  

 

 

 

 

 

こ の 調 査 は 修 士 論 文 で 使 用 す る も の で あ り 、他 の と こ ろ で 使 用 す

る こ と は 決 し て あ り ま せ ん 。少 し 長 い も の で は あ り ま す が 、ぜ ひ

回 答 に ご 協 力 お 願 い し ま す 。

□ あ な た に つ い て の 情 報 を お 聞 き し ま す 。  

性 別  １ .男 性   ２ .女 性   現 在 の 年 齢  〔      〕 歳   

学 部  〔        〕   学 年     〔      〕 年   

  

１ .あ な た の 友 人 関 係 に つ い て の イ メ ー ジ を お 尋 ね し ま す 。以 下 の 問

い に 回 答 し て く だ さ い 。  

① あ な た は 友 人 と ど の よ う に 付 き 合 っ て い る と 思 い ま す か 。例 を 参

考 に し て 、 あ て は ま る と 思 う と こ ろ に  

０ ～ １ ０ の 間 で 数 直 線 上 で 丸 を つ け 、 そ の 数 字 を 書 い て く だ さ い 。  

例     浅 い                      深 い  

     ０            ５          ８   1 0   

 

 

（ １ ） 友 人 と の 付 き 合 い の 深 さ イ メ ー ジ  

 

 浅 い                      深 い  

     ０            ５             1 0   

 

 

 

（ ２ ） 友 人 と の 付 き 合 い 方 の 広 さ イ メ ー ジ  

 

    狭 い                       広 い  

     ０            ５             1 0   
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② 次 に あ な た が 望 む 友 人 と の 付 き 合 い 方 の イ メ ー ジ に あ て は ま る

と 思 う と こ ろ に 、 ０ ～ １ ０ の 間 で 数 直 線 上 で 丸 を つ け 、 そ の 数 字 を

書 い て く だ さ い 。  

（ １ ） 友 人 と の 付 き 合 い の 深 さ イ メ ー ジ  

 

 浅 い                      深 い  

     ０            ５             1 0   

 

 

 

（ ２ ） 友 人 と の 付 き 合 い 方 の 広 さ イ メ ー ジ  

 

     狭 い                       広 い  

     ０            ５             1 0   
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２ ． あ な た が 他 者 と あ な た 自 身 と の 関 係 を ど の よ う な も の と し て 捉

え て い る か に つ い て お 聞 き し ま す 。 以 下 の 各 問 に つ い て 、 そ れ が ど

の 程 度 「 あ て は ま る か 」 あ る い は 「 あ て は ま ら な い か 」 を １ ～ ５ の

段 階 の 一 つ を 選 び ○ を つ け て く だ さ い 。  

 

 

(1) 私は知り合いが出来やすい方だ。                １ ２ ３ ４ ５ 

(2) 本当はいやいやながら私と親しくしてくれているのではないか      １ ２ ３ ４ ５ 

と思うことがある。 

(3) 人に頼るのは好きではない。                   １ ２ ３ ４ ５ 

(4) 私はすぐに人と親しくなる方だ。                 １ ２ ３ ４ ５ 

(5) 時々友人が、本当は私のことを好いてくれていないのではないか、  １ ２ ３ ４ ５ 

私と一緒にいたくないのではないかと心配になることがある。 

(6) 私は人に頼らなくても、自分ひとりで十分にうまくやっていけると思う。   １ ２ ３ ４ ５ 

(7) 私は人に好かれやすい性質だと思う。               １ ２ ３ ４ ５ 

(8) 自分を信用できないことがよくある。               １ ２ ３ ４ ５ 

(9) あまりにも人に親しくされたり、こちらが望む以上に        １ ２ ３ ４ ５ 

親しくなることを求められると、イライラしてしまう。 

(10) たいていの人は私のことを好いてくれると思う。          １ ２ ３ ４ ５ 

(11) あまり自分に自信が持てない方だ。                １ ２ ３ ４ ５ 

(12) あまり人と親しくなるのは好きでない。              １ ２ ３ ４ ５ 

(13) 気軽に頼ったり頼られたりすることがある。            １ ２ ３ ４ ５ 

(14) 私はいつも人と一緒にいたがるので、時々人から疎まれてしまう。  １ ２ ３ ４ ５ 

(15) 人は全面的に信用できないと思う。                １ ２ ３ ４ ５ 

(16) はじめてあった人とでも上手くやっていける自信がある。      １ ２ ３ ４ ５ 

(17) ちょっとしたことで、すぐに自信をなくしてしまう。        １ ２ ３ ４ ５ 

(18) どんなに親しい間柄であろうと、あまりなれなれしい        １ ２ ３ ４ ５ 

態度をとられると嫌になってしまう。 

 

 

 

回 答 あ り が と う ご ざ い ま し た 。  

 
 
 

 

あ
て
は
ま
る 

や
や
あ
て
は
ま
る 

ど
ち
ら
で
も
な
い 

あ
ま
り 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

あ
て
は
ま
る 

や
や
あ
て
は
ま
る

あ
ま
り

 

ど
ち
ら
で
も
な
い 

 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

あ
て
は
ま
ら
な
い 
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友 人 関 係 意 識 調 査  

 

 

 

この調査は修士論文で使用するものであり、他のところで使用することは決してありません。また、

データは統計的に処理されるため、個人が特定されることはありません。少し長いものではありま

すが、ぜひ回答にご協力お願いします。 

□ あ な た に つ い て の 情 報 を お 聞 き し ま す 。  

性 別  １ .男 性   ２ .女 性   現 在 の 年 齢  〔      〕 歳  

 

１．次の文章を読み、あなたの今の気持ちや考えに最も近いところ１つに○をつけて下さい。 

あ
ま
り 

あ
て
は
ま
ら
な
い

あ
て
は
ま
ら
な
い 

ど
ち
ら
で
も
な
い 

や
や
あ
て
は
ま
る

あ
て
は
ま
る

 

 

 

① 普通、人はお互いに誠実にかかわりあっているものだと思う。 ５  ４  ３  ２  １ 

② 人から見捨てられたのではないかと心配になることがある。   ５  ４  ３  ２  １ 

③ 自分自身のことが信頼できないと感じることがある。     ５  ４  ３  ２  １ 

④ 周囲の人々によって自分が支えられていると感じる。     ５  ４  ３  ２  １ 

⑤ 失敗すると、二度と立ち直れないような気がする。      ５  ４  ３  ２  １ 
⑥ 自分が困ったときには、周りの人々からの援助が期待できる。   ５  ４  ３  ２  １ 

⑦ 人生に対して、不信感を感じることがある。         ５  ４  ３  ２  １ 

⑧ 一般的に、人間は信頼できるものであると思う。       ５  ４  ３  ２  １ 

 

２．以下の項目は、あなたにどの程度あてはまるでしょうか。最も近いところ１つに○をつけて下さい。 
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る
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は
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ら
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あ
て
は
ま
ら
な
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① 自分が他人にどう思われているのか気になる。       ５  ４  ３  ２  １ 

② 自分がどんな人間なのか自覚しようとしている。      ５  ４  ３  ２  １ 

③ 気分が変わると自分自身でそれを敏感に感じ取るほうだ。  ５  ４  ３  ２  １ 

④ 自分の発言を他人がどう受け取ったか気になる。      ５  ４  ３  ２  １ 

⑤ 人前で何かをする時、自分のしぐさや姿が気になる。    ５  ４  ３  ２  １ 

⑥ しばしば、自分の心を理解しようとする。         ５  ４  ３  ２  １ 

⑦ 自分についてのうわさに関心がある。           ５  ４  ３  ２  １ 

⑧ 自分が本当は何をしたいのかを考えながら行動する。    ５  ４  ３  ２  １ 

⑨ 他人を見るように自分をながめてみることがある。     ５  ４  ３  ２  １ 

⑩ 他人からの評価を考えながら行動する。          ５  ４  ３  ２  １ 
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３．あなたと、あなたの友人との付き合い方についてお尋ねします。以下の各問について、（１）

～（３）の質問について、最も近いと思うところに１つずつ○をつけて下さい。 

 

（１）あなたが友人と実際にしている付き合い方を思い浮かべた時に、どの程度「あてはまるか

」あるいは「あてはまらないか」について最も近いところ1 つに○をつけて下さい。 

 
ど
ち
ら
で
も
な
い 

あ
ま
り 

あ
て
は
ま
ら
な
い

あ
て
は
ま
ら
な
い 

や
や
あ
て
は
ま
る

あ
て
は
ま
る

 

 

 

① みんなで一緒にいることが多い。            ５  ４  ３  ２  １ 

② ウケるようなことをする。               ５  ４  ３  ２  １ 

③ お互いのプライバシーには入らない           ５  ４  ３  ２  １ 

④ 相手に甘えすぎない。                 ５  ４  ３  ２  １ 

⑤ 相手の言うことに口をはさまない。           ５  ４  ３  ２  １ 

⑥ 楽しい雰囲気になるように気を使う。          ５  ４  ３  ２  １ 

⑦ 心を打ち明ける。                   ５  ４  ３  ２  １ 

⑧ 友達に冗談を言って笑わせる。             ５  ４  ３  ２  １ 

⑨ お互いの領分にふみこまない。             ５  ４  ３  ２  １ 

⑩ 一人の友達と特別親しくするよりはグループで仲良くする。５  ４  ３  ２  １ 
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（２）あなたの友人との理想的な付き合い方を思い浮かべた時に、どの程度「やりたいか」ある

いは「やりたくないか」について最も近いところ1 つに○をつけて下さい。 

 や
や
あ
て
は
ま
る 

ど
ち
ら
で
も
な
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あ
ま
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あ
て
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な
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あ
て
は
ま
ら
な
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あ
て
は
ま
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① 一人の友達と特別親しくするよりはグループで仲良くする。 ５  ４  ３  ２  １ 

② 楽しい雰囲気になるように気を使う。           ５  ４  ３  ２  １ 

③ お互いのプライバシーには入らない            ５  ４  ３  ２  １ 

④ 心を打ち明ける。                    ５  ４  ３  ２  １ 

⑤ 相手の言うことに口をはさまない。            ５  ４  ３  ２  １ 

⑥ ウケるようなことをする。                ５  ４  ３  ２  １ 

⑦ 相手に甘えすぎない。                  ５  ４  ３  ２  １ 

⑧ 友達に冗談を言って笑わせる。              ５  ４  ３  ２  １ 

⑨ お互いの領分にふみこまない。              ５  ４  ３  ２  １ 

⑩ みんなで一緒にいることが多い。             ５  ４  ３  ２  １ 
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（３）あなたが友人と実際にしている付き合い方とあなたの友人との理想的な付き合い方に差が

あるとした時に、あなたはどの程度「気になるか」あるいは「気にならないか」について最も近

いところ1 つに○をつけて下さい。 

あ
ま
り 

あ
て
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ま
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や
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て
は
ま
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① 心を打ち明ける。                   ４  ３  ２  １ 

② みんなで一緒にいることが多い。            ４  ３  ２  １ 

③ お互いの領分にふみこまない。             ４  ３  ２  １ 

④ 相手に甘えすぎない。                 ４  ３  ２  １ 

⑤ 相手の言うことに口をはさまない。           ４  ３  ２  １ 

⑥ ウケるようなことをする。               ４  ３  ２  １ 

⑦ 楽しい雰囲気になるように気を使う。          ４  ３  ２  １ 

⑧ 友達に冗談を言って笑わせる。             ４  ３  ２  １ 

⑨ 一人の友達と特別親しくするよりはグループで仲良くする。４  ３  ２  １ 

⑩ お互いのプライバシーには入らない           ４  ３  ２  １ 

 

 

ご協力いただきありがとうございました。 
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