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要 旨

本研究 は看護学生 の 自我同
一

性と個人 の 内的属性と の 関係 に つ い て調 べ た
･ 内的属性を

,
対人

不安, 自己没入, 共感的配慮
, 抑う つ 性,

コ ン ピ テ ン ス
,

セ ル フ モ ニ タ リ ン グ
, 社会的 ス キ ル

,

自己効力感な どと した
. 対象 は T 大学看護学科 の 1 年生か ら 4 年生ま で の1 96 名で あ る ･ 測定用

具 に は自我同 一 性, 対人不安, 自己没入, 共感的配慮, 抑う つ 性,

コ ン ピ テ ン ス
,

セ ル フ モ ニ タ

リ ン グ
, 社会的 ス キ ル

, 自己効力感等 の 既存 の 尺度を使用し た . 自我同 一 性を従属変数と し
,

こ

れ ら の 内的属性を独立変数と して 関係を調 べ た
. 更に

, 調査対象 の 属性で あ る学年, 性別, 年齢,

兄弟姉妹数, 親友数 , 友人数, 対人交流 に お け る相手 に意見を求め る程度等 の 違 い に よ る 結果も

調 べ た . そ の 結果 , 看護学生 の 自我同 一 性と対人不安,
共感的配慮, 抑う つ 性,

コ ン ピ テ ン ス
,

セ ル フ モ ニ タ リ ン グ
, 自己効力感な どと の 問に相関が みられた. しか し自己没入, 社会的 ス キ ル

な どと の 間に は 相関 は みられなか っ た .

キ ー

ワ
ー ド

看護学生, 対人不安 , 抑う つ 性

序 論

E ri k s o n は
,

｢ 同 一 性 ( id e n tit y) の 概念を中

JL ､ に
,

統合的 な人格形成を人生周期と い う視点か

らとらえ , あ る段階 の 発達課題を達成しなければ
,

次 の 新し い 発達課題をも つ 段階 - と進む こ とが で

き な い｣
1

･
2'

と述 べ て い る . E v a n s は , ｢ そ れ は人

間が漸成的な各段階で 出会う社会的環境と の か か

わりあ い の 過程 の 中で
, 各段階特有 の 課題を解決

し て い く方法 に 影響 を与 え る こ と で
, 社会 の

一

員と な る と い う意味 で あ る｣
l ･3 )

と述 べ て い る .

E rik s o n の ラ イ フ サ イ ク ル の 8 段階 の 図式 の なか

で
,
( 自我同 一 性) から ( 同

一

性拡散) は第 5 段

階に あり , 思春期 の ｣L ､ 理社会的課題と して 定義し

て い る
4)

. こ の 時期 は , ｢ 自分自身 の 同 一 性 ( 自

我同
一

性) 感を感じ始め る 時期｣
1)

で あり
,
｢ 自我

同
一

性 の 感覚と は , 内的不変性と連続性と に合致

す る経験か ら生ま れ た自信 の こ と で あ る｣
1

,
5 )

と し

て い る . さ ら に
,

｢ ア イ デ ン テ ィ テ ィ と は , ( 杏

定的なも の を も含む) す べ て 以前 の 同
一 化 ,

つ ま

り自分 に と っ て 重要な影響力を有す る人と の
一 体

感ま た は 同 一 視や自己像 の 統合を意味す る｣
6)

と

述 べ て い る .

s c h l e n k e r ら は , 対人不安を ｢ 現実 の
,

あ る い

は想像 さ れ た対人的場面 に お い て 個人的に評価 さ

れ た り
,

評価され る こ とが予測さ れ る こ とか ら生

じ る不安｣
7 ･ 8 )

と定義し て い る. ま た
,

若山は ｢ 他

人と触れ合う機会が多 い 人は
, 対人関係 の 問題 に

ぶ っ かりやすく な る
.

そ う い う人に と っ て
, 自分

の 性格を知 っ て おくと い う こ と は大切な こ と で あ

る. 自己を知 る と い う こ と は
, 自分 の 限界を知り

,

ま た 隠さ れ た可能性を知 る と い う こ と に も つ な が

る . 自分自身を よ り よ く知 る と い う こ と は
,

い う

な らば自分自身 に対す る見方 の 枠組 が広が る こ と

- 12 1 -



自我同
一

性 と個人の 内的属性 と の 関係

で あ る｣
9)

と も述 べ て い る. さ ら に
, 宮下 は ｢ 自

分と は何者か
, 自分 の め ざす道 は何か

, 自分 の 人

生 の 目的 は何か
, 自分 の 存在意義 は何か など

, 自

己を社会 の 中に位置 づ け る問 い か け に対して
, 肯

定的か つ 確信的に 回答で き る こ とが ア イ デ ン テ ィ

テ ィ の 確立 を示す｣
10 )

と述 べ て い る . 無藤 は
,

｢ ひ とり の 人間と して の 自分 の 基盤とな る感覚が

あ る とき に
, 他者 に つ い て も

,
そ れらを も っ た存

在 で あ る と い う感覚が大前提とし て生 じ
, 自分と

他人 の 関係が生 じ る｣
11 )

と報告 して い る
.

こ の こ

とから , 自己を知 る こ とが で き る者は
, 他者を も

知る こ とが で き, 他者 に対す る不安が減 る も の と

考え る .
つ ま り, 対人不安 は

, 自我同 一 性と関係

が あ る も の と考え る .

自己没入と は , ｢ 自分 に つ い て 考え や すく
, 自

分 に つ い て考え た らなか な か そ れが止ま ら な い と

い う特性 で あ る｣
12 )

と され て い る . 若山 は
,
｢ 相手

の 話 に聞き入ると い う こ と は
,

や は り同時 に相手

の 言葉 に 心 を動かされ て い る自分 の 心 ,
そ の 中に

生 じ っ っ あ る変化 や動きを注意深く見 っ め る と い

う努力が必要で あ る｣
13)

と述 べ て い る
. 自己 に 注

意を向け る , 自分 に つ い て 考え る と い う こ と は自

分を知 る と い う こ と に つ なが る . ま た
,

一 丸 は

｢ 自分自身 は何者か と考え る 際に
, 今ま で 生き て

き た自分 の 歴史 は ,
い ま の 自分,

こ れか ら の 自分

の なか に組み込まれ , 統合され て い く こ と に な る
.

そ うす る こ と で
, 自己 の

一

貫性や連続性が維持さ

れ , 堅固な自己意識,
つ ま り,

ア イ デ ン テ ィ テ ィ

が
一

歩
一

歩た しかな も の と な っ て く る｣
1 4)

と述 べ

て い る .
こ の こ とか ら

, 自己没入 は
, 自我同 一 性

と関係が あ る も の と考え る .

W i s p e は
,

共感と は ｢ 自分を意識 し て い る自

我 に よ る , 別 の 自我 の 肯定的あ る い は否定的な経

験を無批判的 に と ら え る試み｣
15

･
16 )

と述 べ て い る .

長谷川ら は ｢ 健康 で安定 した自己確立を目指 して

い る人 は
, 他者 の 苦悩 に共感す る こ と で さ ら に成

長す る が
, 同

一

化 の 心理 を抜 け切ら な い 未熟 な人

は
, 他者 の 苦悩 に巻き込ま れ る こ と に よ っ て

, 自

他共 に 心 の 傷 を大き く し て しま う危険 が あ る｣
17 )

と 述 べ て い る
. ま た

, 長谷川ら は ｢ 自己 - の 気づ

き は
, 相手 に対す る誠実 さ に も つ な が っ て い く .

自分自身を本当 に 正 直に 認 め る と い う こ と ば
, 他

者に対し て も正 直に対応 で き る こ と の 証 しだから

で あ る
.

こ の よ うな対人関係 の 体験を重ね る結果

と して
, 自分自身 の 価値基準も柔軟 に な っ て い く

で あろう し, 共感的な関係 も発展 して い く｣
17 )

と

報告 して い る こ と等から , 共感的配慮 は自我同
一

性と関係が あ る こ と が予測で き る .

外口 ら は
, ｢ 抑う つ 感情 ( 気分) と は

, 気が め

い り ,
さ びしく なり, 悲 しく なり

, 希望を失 い
,

絶望的な気持ち に な る こ と で あ る｣
18 )

と述 べ て い

る . P y s z c z y n s k i と G r e e n b e r g の 抑う っ 的自己

注目 ス タ イ ル 理論 に よ る と
,

｢ 抑う つ の 発生 ･ 維

持 は抑う つ 的な自己注目 の しか た に よ っ て 説明さ

れ る . すなわち
,

ア イ デ ン テ ィ テ ィ や自尊心 の も

と に な る対象を失うと
, 非常 に強 い ネ ガ テ ィ ブな

感情を経験し,
ふ だ ん 通 り の 行動がとれなく な る

.

そ して
, 喪失した対象をとり もどす こ と に焦点を

当て た 自己調整が行われ る . しか し
, 喪失対象を

取り戻す こ とが で きず
, 自己調整サ イ ク ル を抜 け

る こ とが で き な い とき に
, 喪失 に関し て過度 の 自

己注目がお こ る . そ の 結果,
ネ ガ テ ィ ブな感情 の

増大 , 自己 へ の 原因 の 帰属, 自責 , 自尊心 の 低下

や遂行 の 低下 など の 抑う っ 症状が生 じ る｣
12 , 19)

. ま

た
,

M a r y ll y E ll e n D o o n a は
,
｢ 取り入れと い う

心理 的行動 は , 周囲 の 世界と の 相互作用 の 中で
,

自己 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ ( 同
一

性) を形成して ゆ

く主 た る方法 で あ る が , 抑う つ 的な人 は
, 悪 い 対

象を取り入れ, そ の た め に自分自身を悪 い も の と

み る こ と に な る｣
20 )

と述 べ て い る . こ の こ とか ら
,

抑う つ 性は自我同
一

性と関係があ る も の と考え る
.

T a k a i & O k a は ｢ コ ン ピ テ ン ス は年齢が上 が

る に連れ て 発達 し て い く｣
2 1 ･ 22 )

こ と を指摘 して い

る
.

W h it e は , ｢ コ ン ピ テ ン ス と は
, 環境と の 交

流 の 積み重ね の 結果生じ る も の
,

つ ま り効果的 に

環境と相互作用す る能力｣
2 1 ･2 3 )

と定義 し て い る .

栗本 は
,

こ の 定義 に対し て ｢ 年長者 の 方が コ ン ピ

テ ン ス が身に つ く よ う な経験を積み重ね て い る か

らで あ ろ う｣
2 1)

と述 べ て い る . 山下 は
,

｢ ア イ デ ン

テ ィ テ ィ は徐 々 に か た ち づ く られ る も の で
,

そ れ

が 絶え ず っ く り変え られ な が ら , 年齢 を経て い

く｣
2 4)

と述 べ て い る . 以上 の こ と か ら
,

コ ン ピ テ

ン ス は自我同 一 性と関係があ る も の と考え る .

S n y d e r は ｢ セ ル フ モ ニ タ リ ン グと は , 状況
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や他者 の 行動 に基づ い て
, 自己 の 表出行動 ( e x -

p r e s si v e b e h a vi o r) や自己呈示( s elf -

p r e s e n t a ti o n)

が , 社会的 に適切な の か を観察 し( s elf - ob s e r v a-

ti o n) , 自己 の 行動を統制す る こ と ( s elf- c o n t r o l)

で あ る｣
25 ,2 6)

と定義 し て い る
.

S n y d e r は
,

｢ 高 い

S M ( s elf- m o n it o ri n g) の 個人 は
, 状況的お よ び

対人的 に適切と考えられ る社会的行動を敏感に か

つ 実際的 に行う こ と に つ い て 比較的柔軟で 適合的

で あ る と自分自身 で み な し て い る｣
2 5 - 27 )

と述 べ て

い る . M a r y lly E lle n D o o n a は
,

｢ あ る がまま の

現実を直視す る能力 に は , 独自 の 人間とし て の ア

イ デ ン テ ィ テ ィ 感覚一 つ ま り, 自分自身 の 行動 に

対 して 主体的 で あ る こ と - が必要 で あ る｣
2 8)

と述

べ て おり ,
こ の こ とか ら セ ル フ モ ニ タ リ ン グ は自

我同
一

性と関係が あ る も の と考え る.

無藤 は
,
｢ ア イ デ ン テ ィ テ ィ をとりあげ る とき

,

そ の 人自身が過去からず っ と連続 して生き て き て

い る存在と し て の 自分を感 じ る と い う側面と
, 社

会 の な か で みられたり要請され た り して い る自分

が自分を社会 の なか に どう位置づ け る かと い う側

面 の
, 両面が考え られ る｣

1 1)
と述 べ て い る . 相川

に よ れば, 社会的ス キ ル と は ｢ 具体的な対人場面

に お い て
, 対人的な 目標を効果的か つ 適切 に達成

で き る よ うな 一 連 の 行動と
,

そ の よ うな行動を可

能 に す る認知能力 の こ と｣
29 ･ 30 )

で あ る . 無藤 は ,

｢ 他者 に 向か っ て 表現し よ うと い う構え の な か で

自分を感じと る とき ,
そ し て そ こ で感 じとられ た

も の を表現す る とき , 自分と い うも の がかたちを

と っ て現れ て く る よ う で あ る｣
1 1)

と述 べ て い る.

こ の こ とか ら, 社会的 ス キ ル は自我同
一 性と関係

が あ る も の と考え る .

次に 自己効力感 に つ い て み る と , 松田 は , ｢ 自

分が行為 の 主体で あ る と確信して い る こ と , 自分

の 行為 に つ い て 自分がきち ん と統制して い る と い

う信念, 自分が外部か ら の 要請 に き ちん と対応 し

て い る と い う確信が自己効力感 で あ る｣
3 1)

と述 べ

て い る . 下村 は
,

｢ 自己効力 は , あ る行動 が 自分

に うまく で き る か と い う予期 の 認知さ れ た も の で

あり , 行動と直接的 な関連をも っ
. ま た , 自己効

力 は どれく ら い 努力す る か , 困難 に 直面 した 際に

どれく ら い 耐え られ る か を決定し
, 強い 自己効力

を も つ 人は自分 の 能力をうまく活か し
,

さ ら に努

力す る｣
3 2)

と述 べ て い る . B a n d u r a は
, ｢ あ る結

果を生み 出す た め に 必要な 行動を ど の 程度うまく

行 う こ と が で き る か と い う個人 の 確信を
"

s elf -

effic a c y
"

と呼ん で い る｣
3 3 - 3 4)

. ま た
,

s elf- e ffi c a c y

は
, 個人が自ら作り出して ゆくも の で あ る と考え

て い る
3 3 , 35 )

. 若山 は
,
｢ 自分を知る と い う こ と は

,

自分 の 限界を知り , ま た自分 の 隠さ れ た可能性を

知 る と い う こ と に も つ なが る｣
9)

と述 べ て い る .

こ の こ とか ら, 自己効力感 は自我同
一

性と関係が

あ る も の と考え る .

以上 の こ とか ら, 次 の よ うな仮説を推定し た .

1 ) 対人不安 は 自我同 一 性と関係があ る. 2 ) 自

己没入 は自我同 一 性と関係があ る
.

3 ) 共感的配

慮は自我同 一 性と関係があ る
.

4 ) 抑う つ 性は 自

我同 一 性と関係があ る
. 5 ) コ ン ピ テ ン ス は自我

同 一 性と関係があ る. 6 ) セ ル フ モ ニ タ リ ン グ は

自我同 一 性と関係があ る
.

7 ) 社会的ス キ ル は 自

我同 一 性と関係が あ る
.

8 ) 自己効力感 は自我同

一 性と関係があ る
.

本研究 で は
,

こ れ ら の 関係を明らか に す る こ と

を目的と した
.

研究方法

1 . 調 査対象 : T 大学 の 看護学生25 9 名を対象と

し た
.

2
. 調査内容 : 看護学生 の 自我同

一

性と そ れ に影

響す る と考えられ る対人不安, 自己没入,
共感

的配慮, 抑う つ 性,
コ ン ピ テ ン ス

,
セ ル フ モ ニ

タ リ ン グ
, 社会的ス キ ル

, 自己効力感等 の 内的

属性を調 べ る と同時 に
, 性別, 年齢 な どの 人口

学的背景も調査 した .

3
. 調査方法 : 調査表を配布 し, 回収 は留置法 に

よ り, 回収箱 に投函す る方法をと っ た .

4
. 測定用具 : 測定尺度 は

, 多次元自我同 一 性尺

度
36-39 )

, 対人不安意識尺度
40)

, 自己没入尺度
12 )

,

対人的反応性指標 の 共感的配慮尺度
41 )

, 自己評

価式抑う つ 性尺度
42 )

, 青年 の コ ン ピ テ ン ス 評価

尺度
2 1)

, 自己 モ ニ タ リ ン グ尺度
25 )

, 社会的 ス キ

ル 尺度
43)

, 対人行動 に おけ る自己効力感尺度
44)

等を用 い た .
い ず れ の 尺度も信頼性, 妥当性が

確認 さ れ た も の で あ る.
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5
.

デ ー

タ の統計処理 : デ
ー

タ解析 に伴う偏相関

係数, 標準偏回帰係数, α 係数 の 算出 に は S P S S

統計 ソ フ ト を用 い た
.

6 . 倫理 的配慮 : 調査用紙 は誰 の も の か特定 で き

な い よ う に無記名と し,
こ の 結果 は目的以外に

は 使用 しな い こ とを事前 に説明した上で
,

こ の

調査 の 主旨に承諾が得 られ た者 の み に ア ン ケ ー

ト調査を行 っ た .

7 . 調査期間 : 200 2 年 7 月 1 日 - 2002 年 7 月19 日

結 果

1 . 調査対象 : T 大学 の 看護学生2 5 9 名を対象と

し た 結果, 回答が得られ た の は196 名 ( 回収率

7 5 . 7 % , 有効回答率100 % ) で あ っ た . 表 1 に

は調査対象 の 内訳を示 した .

2
. 内的属性 の 測定 に使用し た尺度 の 信頼性係数

(c h o n b a c h の α 係数) は表2 に示し た .

3 . 自我同 一 性と内的属性と の 関係

1 ) 表 3 に は対象者196 名 の 自我同 一 性と 内的

属性と の 関係を示し た
. 看護学生 の 自我同 一

性と対人不安や抑う つ 性と の 間に有意な負 の

相関がみ られ た
.

しか し
, 自己没入, 共感的

配慮
,

コ ン ピ テ ン ス
,

セ ル フ モ ニ タ リ ン グ
,

社会的 ス キ ル
, 自己効力感などと は有意な相

関は み られ な か っ た
. 次 に

, 自我同 一 性に最

も影響す る個人 の 内的属性を標準回帰係数で

み る と, 抑う つ 性で あり, 続 い て 対人不安で

あ っ た .

表 1 対象 の 背景
n - 1 9 6

属性 群

学 生

生

生

生

年

年
年

年

1

2

3

4

年 3

7

8

8

5

4

4

4

0

0

5

5

7

4

4

4

2

2

2

2

8

8ー8

性

性

ー

9

4

59

0

2

4

2

7

1歳

歳

上

2 0

2 5

以

～

～

歳

8

ー

6

ー

2

2

齢 2

7

0

ー

6

2

6

3

兄 弟 姉 妹 数 0 人

1 人

2 人

3 人 以 上

2

9

1

4

1

9

6

2

ー

5

1

3

6

0

1

2

5

3

ー

菓昆 友 数 0 人

1 人

2 人

3 人

4 人 以 上

3

3

5

ー

4

1

3

5

9

5

6

9

0

0

1

6

7

6

8

1

2

4

友 人 数 0 人

1 人

2 人

3 人

4 人 以 上

l

1

0

1

39ー

5

5

0

5

5

0

0

0

0

89

対人交流 と意 求 め な い

見 の 要 求 と き ど き

比較的多 く

l

ー

4

ー

0

8

1

6

5

9

5

1

2

5

4

表 2 内的属性 の 尺 度別 信頼性
n - 1 9 6

尺 度 信頼係数 尺 度 信頼係数

自我同 一 性尺度 全体

自 己斉
-

性 ･ 連 続性

対自的 同
一

性

対他的 同
一

性
JL ､理

･ 社会的 同
一

性

対 人 不 安 尺 度 全体

Ⅰ . 対人関係 で 緊張 する悩 み

Ⅱ . 自分 や他人 が気 に な る 悩み

Ⅲ . 集団 に 溶 け こ め な い 悩 み

Ⅳ . 多勢 の 人 に 圧倒 さ れ る悩 み

Ⅴ
. 自分 に 満足 で き な い 悩 み

Ⅵ
. 気分が 動揺す る悩 み

Ⅶ
. く つ ろ い で 人 と っ き合 え な い 悩 み

0 .9 1 2 共 感 的 配 慮 尺 度 全体 0 .7 7 1

0 .8 6 0 想像性尺度 ( F S) 0 .8 1 9

0 .8 4 4 視点取得尺度 ( P T) 0 .6 8 0

0 .8 0 9 共感的配慮尺度 ( E C) 0 .6 3 0

0 .8 2 3 個人的苦痛尺度 ( P D) 0 .5 6 7

0 .9 6 5 抑 う つ 性 尺 度 全体 0 .8 1 0

0 .8 1 3 コ ン ピ テ ン ス 尺 度 全体 0 .8 4 3

0 .6 3 5 社会的知識 0 .6 3 8

0 .9 1 7 共感 0 .8 6 5

0 .8 5 5 場の コ ン ト ロ
ー

ル 0 .79 1

0 .8 4 1 セ ル フ モ ニ タリ ン グ尺度 全体 0 .6 1 9

0 .8 2 1 演技性尺度 0 .5 8 9

0 .7 3 1 他者志向性尺度 0 .5 8 4

Ⅷ . ささ い な こ と を気 に 病 む悩 み 0 .8 5 3 外向性尺度

Ⅸ . 生 きて い る充実感 が な い 悩 み

Ⅹ . 気分の す ぐれ な い 悩み

XI
. 目が 気 に な る悩み

二Ⅲ
. 変な 人 に 思わ れ る悩み

自 己 没 入 尺 度 全体

0 .8 5 7 社 会 的 ス キ ル 尺 度 全体

0 .7 3 7 関係維持

0 .8 5 2 関係開始

0 .6 2 8 自己 主張

0 .8 7 8 自 己 効 力 感 尺 度 全体

信頼性係 数は , C h o n b a ch の α 係数 で 示 した .

- 1 24 -
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表 3 自我同
一

性 と 内的属性 と の 関4*
n = 1 9 6

属 性 P C S P

対 人 不 安

自 己 没 入

共 感 的 配 慮

抑 う つ 性

コ ン ピ テ ン ス

セ ル フ モ ニ タ リ ン グ

社 会 的 ス キ ル

自 己 効 力 感

-0 .26 3
* *

- 0 .3 04
* *

- 0 .1 05 -0 .0 92
- 0 .12 2 -0 .1 00

-0 .3 65
* * *

- 0 .3 65
* * *

0 .0 45 0 .0 43

-0 .0 10 - 0 .0 0 7

0 .0 26 0 .0 2 3

0 .0 76 0 .0 7 2

* * *

P < 0 .0 0 1
,

* *

P < 0 , 帆

p c : 偏相 関係数( P a r ti c al C o r r el a ti o n c o ef fi ci e n t)

s p : 標準偏回帰係数 (S t a n d a rd P a r ti c al r e g r e s si o n )

表 5 性別 にみ た自我同 一 性 と

個人 の 内的属性 と の 開管= 19 6

属 性
女 性

P C S P

対 人 不 安 -0 .2 71
* * *

- 0 .31 8
* * *

自 己 没 入 -0 .0 91 - 0 .0 81

共 感 的 配 慮 - 0 .1 10 - 0 .0 91

抑 っ つ 性 - 0 .3 51
* * *

- 0 .3 55
* * *

コ ン ピ テ ン ス 0 .0 26 0 .0 25

セ ル フ モ ニ タ リ ン グ 0 .0 17 0 .0 1 3

社 会 的 ス キ ル 0 .0 20 0 .0 18

自 己 効 力 感 0 .0 78 0 .0 73

* * *

P < 0 .0 0 1

P C : 偏相関係数 (P a rti c al C o r r el a ti o n c o effi ci e n t)

S P : 標準偏 回帰係数 (S t a n d a r d P a r ti c al r e g r e s si o n )

男性群 は 8 名 と少数 で あ っ た た め結 果を 出せ な か っ た .

表 4 学年別 にみ た 自我同
一

性 と個人 の 内的属性 と の 関係
n - 1 9 6

1 年生 2 年生 3 年生 4 年生

P C S P P C S P P C S P P C S P

対

自

共

抑
コ

感 的 配

う つ

ン ピ テ ン

己

不

没

酉

つ

的

人

己

乙
､

ぅ

セ ル フ モ ニ タ リ

安

入

慮

性

ス

グン

-0 .31 0
*

-0 .33 0
*

- 0 .3 70
*

- 0 .4 92
*

0 .08 2 0 .0 9 0 - 0 .5 00
* *

- 0 .5 8 1
* *

- 0 .10 8 - 0 .09 2

-0 .00 9 -0 .00 7

- 0 .2 81 -0 .30 6

0 .0 30 0 .02 9

0 .3 24
* 0 .27 0

*

社 会 的 ス キ ル ー0 .0 36 -0 .03 4

自 己 効 力 感 -0 .0 18 -0 .01 5

- 0 .0 25 -0 .0 23 -0 .18 5 -0 .1 5 8 0 .0 46 0 .03 3

-0 .1 5 9 - 0 .1 44 -0 .33 8
*

-0 .2 9 9
*

-0 .3 8 3
*

10 .3 77
'

-0 .45 3
* '

- 0 .45 8
* *

- 0 .19 9 -0 .2 15 0 .2 68 0 .23 4

-0 .04 3 -0 .0 32 10 .0 72 - 0 .05 3

0 .14 6 0 .1 38 0 .2 07 0 .15 8

-0 .09 2 -0 .0 9 7 0 .1 99 0 .14 7

-0 .3 61
*

-0 .27 6
*

- 0 .1 71 -0 .12 5

0 .0 88 0 .07 5

-0 .4 64
* *

- 0 .32 2
* *

0 .1 29 0 .11 1

0 .0 45 0 .04 3

* *
P < 0 .01

,

*

P < 0 .0 5

p c : 偏相 関係数( P a r ti c al C o r r el a ti o n c o effi ci e n t)

s p : 標準偏回帰係数 (S t a n d a r d P a r ti c al r e g r e s si o n )

2 ) 表 4 に は 学年別 に み た 自我同 一 性と個人 の

内的属性と の 関係 に つ い て 示し た
.

学年を 1 年生, 2 年生,
3 年生,

4 年生 の

4 群に分け て
,

自我同 一 性と対人不安と の 関

係をみ る と
,

1 年生群, 2 年生群,
4 年生群

で は負 の 相関がみ られ た . しか し,
3 年生群

で は有意な相関 は なか っ た . 次 に
, 共感的配

慮と の 関係を み る と , 1 年生群,
2 年生群 で

は有意 な相関は み られ な か っ た が
,

3 年生群,

4 年生群で は 負 の 相関 が み られ た
.

ま た
, 抑

う つ 性と の 関係を み る と
,

2 年生群 の み負 の

相関が み られ た
.

セ ル フ モ ニ タ リ ン グと の 関

係をみ る と
,

1 年生群で は 正 の 相関,
4 年生

群で は 負 の 相関が みられ た
.

次に , 自我同 一 性に最も影響 して い る属性

は , 1 年生群 で は セ ル フ モ ニ タ リ ン グ が
,

2

年生群,
3 年生群 で は抑う つ 性が , 4 年生群
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で は対人不安 で あ っ た
.

3 ) 表 5 に は性別 に み た自我同 一 性と個人 の 内

的属性と の 関係 に つ い て 示し た
.

自我同 一 性と対人不安や抑う つ 性な どと の

関係を み る と
,
女性群に お い て負の相関があ っ

た. 次 に
, 自我同

一 性に最も影響して い る属

性は抑う つ 性, 対人不安 の 順で あ っ た
.

4 ) 表 6 に は 年齢別 に み た 自我同 一 性と個人 の

内的属性と の 関係 に つ い て示し た
.

年齢区分を18 - 2 0 歳,
2 1 - 2 5 歳,

2 6 歳以上

の 3 群に分け て
, 自我同 一 性と対人不安と の

関係を み る と
,

1 8 - 2 0 歳群,
2 1 - 2 5 歳群 で は

負 の 相関が あり
, 抑う つ 性と の 関係を み る と,

18 - 2 0 歳群 , 2 1 - 2 5 歳群で は 負 の 相関が み ら

れ た .
セ ル フ モ ニ タ リ ン グと の 関係を み る と

,

2 1 - 2 5 歳群で は負 の 相関が み られ た . しか し
,

1 8 - 2 0 歳群 で は有意な相関 は み られ な か っ た .
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表 6 年齢別に み た 自我同
一

性 と個人 の 内的属性 と の 関係
n = 1 9 6

属 性
1 8 - 2 0 歳 21 - 2 5歳

P C S P P C S P

対 人 不 安
- 0 .21 6 * - 0 .2 49 *

自 己 没 入
- 0 .15 1 -0 .1 37

共 感 的 配 慮 -0 .10 2 -0 .0 82

抑 う つ 性 - 0 .36 9 * * *
- 0 .3 87 * * *

コ ン ピ テ ン ス 0 .00 8 0 .0 08

セ ル フ モ ニ タ リ ン グ 0 .10 4 0 .0 82

社 会 的 ス キ ル 0 .07 1 0 .06 2

自 己 効 力 感 0 .03 4 0 .03 1

- 0 .39 0
* * -

0 .42 6
* *

0 .031 0 .02 5
- 0 .2 3 3 -0 .21 1

-0 .3 05 *
- 0 .25 8

*

0 .1 61 0 .14 2

- 0 .3 01 *
- 0 .21 8

*

0 .0 87 0 .07 7

0 .0 39 0 .03 6

* * *
P < 0 .0 0 1 ,

* *
P < 0 .0 1 ,

*
P < 0 .0 5

P C : 偏相関係数 (P a r ti c al C o r r el a ti o n c o e ffi ci e n t)

S P : 標準偏回帰係数 (S t a n d a r d P a r ti c al r e g r e s si o n)

2 6 歳以上群 に つ い て は4 名 と少数 で あ っ た た め 結果を 出せ なか っ た

表 7 兄 弟姉妹数別に み た 自我同
一

性 と個人 の 内的属性 と の 関係
a - 1 9 6

0 人 1 人 2 人 3 人以 上

P C S P P C S P P C S P P C S P

対

自

共

抑
コ

安

入

慮

性

コ
し

不

没

酉

つ

的

人

己

感

う

- 0 .30 1 - 0 .2 1 7 - 0 .2 82
*

- 0 .32 6 *

10 .
26 5 -0 .30 8 -0 .5 84

*

10 .66 3
*

0 .12 0 0 .0 95 - 0 .0 96 -0 .08 8 -

0 .27 9 - 0 .2 11 0 .3 10 0 .23 5
- 0 .46 4 - 0 .3 80 - 0 .1 88 -0 ,14 4 0 .01 1 0 .00 9 - 0 .3 16 -0 .30 5
- 0 .2 82 - 0 .1 83 10 .4 08

* ' *

1 0 .43 8 * * * - 0 .37 0
*

10 ,3 29
'

- 0 .12 2 -0 .10 2

ン ピ テ ン ス 0 .2 8 8 0 .3 17 -0 .1 01 - 0 .08 5 0 .19 0 0 .1 79 0 .0 79 0 .10 0

セ ル フ モ ニ タ リ ン グ ー0 .0 19 -0 .0 17 -0 .1 62 - 0 .12 3 0 .2 0 8 0 .1 38 0 .
16 4 0 .11 7

社 会 的 ス キ ル 0 .0 72 0 .0 99 -0 .0 44 - 0 .03 8 10 .01 8 -0 .0 15 0 .16 1 0 .17 6

自 己 効 力 感 0 .5 78 0 .5 33 0 .09 9 0 .09 1 - 0 .0 25 -0 .0 21 -0 .11 4 - 0 .11 8

* * *

P < 0 .0 1
,

*
P < 0 .0 5

P C : 偏相 関係数 (P a r ti c al C o r r el a ti o n c o effi ci e n t)

S P : 標準偏回帰係数 (S t a n d a r d P a r ti c a l r e g r e s si o n )

次 に
, 自我同

一

性に最も影響 して い る属性

は
,

1 8 - 20 歳群で は 抑う つ 性が
,

2 1 - 2 5 歳群

で は 対人不安で あ っ た .

5 ) 表7 に 兄弟姉妹数別 に み た自我同
一

性と個

人 の 内的属性と の 関係を示した.

兄弟姉妹数を 0 人
,

1 人
,

2 人
,

3 人以上

の 4 群に分 けて , 自我同
一

性と対人不安と の

関係を み る と
,

1 人群,
3 人以上群で は 負 の

相関が み られ た . しか し, 0 人群, 2 人群 で

は有意な相関 は な か っ た
. 次 に

, 抑う つ 性と

の 関係をみ る と
, 1 人群, 2 人群 で は負 の 相

関が み られ た が
,

0 人
,

3 人以上 の 群 で は
,

有意な相関 は み られ な か っ た .

次 に
, 自我同 一 性に最も影響し て い る属性

は
,

1 人群,
2 人群で は 抑う つ 性が

, 3 人以

上 の 群で は 対人不安 で あ っ た .

6 ) 表 8 に は 親友数別 に み た 自我同
一

性と個人

の 内的属性 と の 関係 に つ い て 示し た
.

- 12 6 -

親友数を 0 人,
1 人, 2 人, 3 人, 4 人以

上 の 5 群に分け て
, 自我同一

- 陛と対人不安と

の 関係を み る と
,

2 人群で は 負 の 相関が み ら

れ た. しか し
,

1 人群, 3 人群,
4 人以上 の

群で は 有意な相関 は み られなか っ た
. 次 に

,

共感的配慮と の 関係をみ る と
, 3 人群で は負

の 相関 が あ っ た . しか し
,

1 人群,
2 人群,

4 人以上 の 群で は 有意な相関 は な か っ た
. 抑

う つ 性と の 関係を み る と
,

4 人以上 の 群で は

負 の 相関が み られ た が
,

1 人群,
2 人群 ,

3

人群 で は 有意 な相関 は み られ な か っ た . 自己

効力感と の 関係を み る と
,

2 人群で は負 の 相

関が み られ た . しか し
,

1 人群,
3 人群,

4

人以上 の 群で は有意な相関 は み られ な か っ た .

次 に
, 自我同 一 性 に最も影響して い る属性

は
,

2 人群で は対人不安 が
, 3 人群で は共感的

配慮が
,

4 人以上 の 群で は抑う つ 性で あ っ た
.

7 ) 表 9 に友人数別 に み た 自我同
一

性と個人 の
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表8 親友数別 にみ た自我同 一 性 と個人の 内的属性 と の 関係
n - 1 9 6

1 人 2 人 3 人 4 人以 上

p c s p p c S P P C S P P C S P

対

自

共

抑

コ

安

入

慮

性

己

不

没

酉

つ

的

人

己

感

う

ン ピ テ ン ス

- 0 .4 4 9 -0 .3 55 - 0 .6 13
* *

- 0 .0 8 2 - 0 .0 43 -0 .0 90

- 0 .0 5 7 -0 .0 16 0 .3 38
- 0 .1 5 9 - 0 .0 75 -0 .0 86

0 .65 6 0 .5 77 0 .1 27

セ ル フ モ ニ タ リ ン グ ー0 .39 3 -0 .1 71 0 .3 70

社 会 的 ス キ ル 0 .46 4 0 .1 7 6 0 .0 17

自 己 効 力 感
- 0 ,31 7 -0 .2 02 -0 .5 20

*

ー 0 .84 3
* *

- 0 .2 6 9

-0 .06 5 - 0 .08 9

0 .32 2 -0 .46 1
* *

- 0 .0 81 - 0 .19 1

0 .1 39 0 .16 5

0 .2 39 - 0 .30 0

0 ,01 1 -0 .17 3

-0 .5 01
*

0 .0 31

-0 .3 31 -0 .2 06 -0 .2 1 4

-0 .0 7 4 -0 .
2 12 -0 .1 96

-0 .44 0
* *

- 0 .0 32 -0 .0 29

- 0 .18 5 -0 .4 22 * * *

一0 .4 24
* * *

0 .13 5 -0 .0 70 -0 .0 68

-0 .22 8 -0 .0 4 6 -0 .0 39

- 0 .17 1 0 .05 4 0 .0 4 8

0 .02 5 0 .19 0 0 .1 8 3

* * *
P < 0 .0 0 1

,

* *

P < 0 ,0 1
,

*
P < 0 .0 5

p c : 偏相関係数 ( P a r ti c a l C o r r el a ti o n c o effi ci e n t)

s p : 標準偏 回帰係数( S t a n d a r d P a r ti c a l r e g r e s si o n )

o 人群 は 3 名と 少数 で あ っ た ため 結果 を 出せ な か っ た

表 9 友人 数別 に み た 自我同 一 性 と

個人 の 内的属性 と の 関係
n - 1 9 6

属 性
4 人以 上

P C S P

対 人 不 安
- 0 .2 69

* * *

- 0 .31 1
* * *

自 己 没 入
- 0 .1 01 -0 .0 89

共 感 的 配 慮
- 0 .11 1 - 0 .0 90

抑 う つ 性 -0 .34 3
* * *

- 0 .3 39
* * *

コ ン ピ テ ン ス 0 .06 5 0 .0 62

セ ル フ モ ニ タ リ ン グ ー0 .0 89 - 0 ,0 68

社 会 的 ス キ ル 0 .0 38 0 .0 33

自 己 効 力 感 0 .0 78 0 .0 71

' * *

P < 0 .0 0 1

p c : 偏相関係数 ( P a r ti c al C o r r el a ti o n c o effi ci e n t)

s p : 標準偏回帰係数 (S t a n d a rd P a r ti c al r e g r e s si o n )

o 人群 は1 名､
1 人群 は 1 名､

2 人群 は 0 人､

3 人群 は 1 人 と少数 で あ り結 果が 出せ な か っ た .

内的属性と の 関係を示 した.

数を 0 人,
1 人

,
2 人, 3 人,

4 人以上 の

5 群に分 けて
, 自我同

一 性と対人不安や抑う

っ 性な どと の 関係をみ る と 4 人以上群 に お い

て 負 の 相関を示 した
.

次に , 自我同 一 性に最も影響し て い る属性

は
,

抑う つ 性, 対人不安 の 順で あ っ た
.

8 ) 表10 に対人交流 に おける相手 に意見を求め

る程度別 に み た 自我同 一 性と個人 の 内的属性

と の 関係を示した
.

対人交流 に おけ る相手 に意見を求め る 程度

を ｢ あま り求め な い ｣ ,
｢ とき どき求め る｣ ,

｢ 比較的多く 求め る｣ の 3 群に分 け て
, 自我

同 一 性と対人不安と の 関係をみ る と, 比較的

多く求め る群で は 負 の 相関 が み られ た が
, 特

に求め な い 群 ,
とき どき求め る群で は 有意な

相関が み られなか っ た. 次 に
, ･抑う つ 性と の

関係を み る と
,

と きどき求め る群 ,
比較的求

め る群で は 負 の 相関がみられ た . しか し
, 特

に求め な い 群で は有意な相関 は み られ な か っ

た .

コ ン ピ テ ン ス の 関係を み る と
, 特に求め

な い 群で は 正 の 相関があ っ たが ,
とき どき求

め る群, 比較的多く求め る群で は有意な相関

は なか っ た
.

表1 0 対人 交流 にお け る相手 へ の 意見の 要求度別 にみ た自我同 一 性 と 個人 の 内的属性 と の 関取= 19 6

属 性
特 に 認 め な い と き どき 求 め る 比較的多 く求 め る

p c p c S P P C S P P C

対 人 不 安

自 己 没 入

共 感 的 配 慮

抑 う つ 性
コ ン ピ テ ン ス

セ ル フ モ ニ タ リ ン グ

社 会 的 ス キ ル

自 己 効 力 感

0 .27 7 0 .1 68

0 .89 1 0 .5 09

- 0 .82 9 - 0 .6 19

-0 .91 2 -0 .4 8 7

0 .9 5 5
*

1 .4 6 3 *

0 .9 23 0 .97 6

- 0 .9 06 - 0 .5 1 5

0 .5 84 0 .24 5

- o .1 9 l -0 .23 7 -0 .4 26
* * *

- 0 .44 9
' * *

一0 .09 7 -0 .09 7 -0 .1 5 0 -0 ,10 9

-0 .16 9 -0 .15 1 0 .0 11 0 .0 08

- o .34 2
* *

- 0 .3 78
* *

一0 .3 9 2
* *

- 0 ,3 53
* *

0 .0 2 9 0 .0 3 5 - 0 .0 7 8 - 0 . 0 6 8

- o _01 0 -0 .0 08 -0 .02 7 - 0 .0 1 9

-0 .0 74 -0 .0 76 0 .1 3 6 0 .1 10

0 .1 1 9 0 .1 22 0 .04 6 0 .0 39

' ' +

P < 0 .0 01
,

* +
P < 0 .0 1

,

'

P < 0 .0 5

p c : 偏相関係数 ( P a r ti c a l C o r r el a ti o n c o effi ci e n t)

s p : 標準 偏回帰係数 (S t a n d a r d P a r ti c a l r e g r e s si o n )
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自我同
一

性 と個人の 内的属性 と の 関係

次に
, 自我同 一 性に最も影響 して い る属性 は

,

特に求め な い 群で は コ ン ピ テ ン ス が
,

と きどき求

め る 群で は抑う つ 性が
, 比較的多く求め る群で は

対人不安 で あ っ た
.

考 察

1 . 自我同 一 性と対人不安と の 関係

自我同 一 性と対人不安と の 間に有意な負 の 相関

が み られ た
.

こ れ は
, 看護職者 に 対す る 調査報

告
45 )

と 同じで あ っ た
. 安藤 は , ｢ 人びと は

, 自分

の 同 一 性 の 問題を処理 で き る よ う に な る ととも に
,

他 の 人 と の 関 わ り も 自覚的 に 持 て る よ う に な

る｣
46 )

と述 べ て い る こ とか ら , 自我同
一

性が確立

され る こ と に よ り他者とうま く関わ る こ とが で き

る が
, 逆に 自我同 一 性が確立され て い な い と他者

とうまく関わ る こ とが で きな い た め に
, 対人不安

が大きく なり, 負 の 相関とな っ た も の と考え る .

ま た
, 学年別 に み る と 1 年生群 ･ 2 年生群 ･ 4

年生群 に お い て有意な負 の 相関が み られ た . こ れ

は
, 自我同 一 性が確立 して い な い と

, 臨地実習な

ど に お い て 患者と関わ る とき に
, 自分 は相手 に ど

の よ う に受 け入れられ て い る かと い う不安が大き

く な る
.

そ の 結果, 負 の 相関と な っ た も の と考え

る
.

性別 に み る と女性群 に お い て 有意な負 の 相関が

み られ た
. 宮下ら は , ｢ 女性 は

, 朝密な関係をも

つ こ と で同 一 性を よ り確か なも の に し
, 同

一

性が

確か な も の に なる こ と で 関係が よ り深ま っ て い

く｣
47)

と述 べ て い る . ま た
,

H o d g s o n & F is h e r

は
, ｢ 女性 の 場合 は , 同 一 性 の 達成と親密性 の 獲

得とが並行し て 進む｣
48 )

と述 べ て い る .
つ ま り ,

自我同 一 性が確立 して い る と
, 相手と の 関係が よ

り深まり , 対人不安が小さく な る た め
, 負 の 相関

と な っ た も の と考え る .

1 8 - 2 0 歳群 ･ 2 1 - 2 5 歳群 に お い て 有意 な負 の 相

関 が み られ た . E rik s o n は
,

｢ ア イ デ ン テ ィ テ ィ

は , 人生初期 の す べ て の 諸段階をとお し て発達す

る｣
6 )

と述 べ て い る . ま た , B u n t
,

M . E . は
, 同

一 性拡散 して い る者は ど, 自己認 識と他者 に よ る

自 己認 識 と の ず れ が 大 き く な る と報 告 し て い

る
4 9~5 1 )

.
こ の こ とか ら , 自我同

一

性が確立 して い

な い と
, 自己認識と他者 に よ る 自己認識 の ずれが

大きく なり, 対人不安も大きく なり, 負 の 相関と

な っ た も の と考える
.

兄弟姉妹数 の 1 人群 ･ 3 人以上群 に お い て 有意

な負 の 相関がみ られた
. 高田 は , ｢ 青年期 に お い

て は
, 自分自身と同輩と の 比較が自己概念形成 に

お よ ぼす影響力が大き い｣
5 2) と述 べ て い る .

つ ま

り, 年齢 の 近 い 他者 の 関わりが多 い た め
, 自己概

念が形成され
, 自我同 一 性が確立し, 対人不安が

小さくな る
.

そ の 結果, 負 の 相関と な っ たも の と

考え る
.

親友数 の 2 人群, 友人数 の 4 人以上群に お い て

有意な負 の 相関が み られ た . 渡辺 は
,

｢ ア イ デ ン

テ ィ テ ィ が末確立で あ る と
, 青年 は他者と親し い

関係を も っ よ うな状況 で 緊張を経験す る｣
53 )

と述

べ て い る .
つ まり , 自我同

一

性が確立し て い な い

と友人と の 関わり の 中で 緊張を経験 し
, 相手 に対

して 不安が大きく な る た め
, 負 の 相関と な っ た も

の と考え る
.

対人交流 に お ける相手 に意見を求め る程度 で は

比較的多く求め る群に お い て 有意な負 の 相関が み

られ た
. 自我同 一 性が確立 して い る と

, 自分と他

者 の 区別が明確 に な る . そ れ に伴 い
, 相手 に意見

を求め る こ と に よ り相手が どの よ う な こ と を考え

て い る の かと い う こ と を知 る こ とが で き
, 対人不

安が小さ く な る . そ の 結果, 負 の 相関と な っ たも

の と考え る
.

2
. 自我同 一 性と自己没入 との 関係

自我同 一 性と自己没入 の 間に有意な相関 は な か っ

た
.

ま た
, 人口学的背景 に お い て も

, 有意な相関

は な か っ た
.

こ れ は , 看護職者 に 対す る調査報

告
45)

と同じ結果 で あ っ た. B u s s は
,
｢ 注意を向け

られ る自己を私的自己と公的自己 に分け て おり
,

人は 自発的 に私的自己 に注意を向け る こ と に よ っ

て
, 自分は何な の か と い う自己 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ

に つ い て 考え る｣
5 4 ,5 5)

と述 べ て い る. ま た
, 丹野 ･

坂本 は , ｢ 公的自己 に 注 意を向け さ せ る も の と し

て
, ま ず は か の 人 に観察され る こ とがあり , 大勢

の 視線 に さ らされ る よ うな場面 で は公的自己が意

識 さ れ や す い ｣
5 4)

と述 べ て い る
. 私的自己 に 注意

が 向く こ と に よ り自我同
一

性が確立 し て い く . し

か し
, 看護学生 は 臨地実習等 に お い て他者 の 視線

1 12 8 -
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に さ ら さ れ る機会が多 い . そ の た め
,

よ り公的自

己 に注意が向き, 自己没入が高く な る . そ の 結果,

自己没入と の 相関が み られ な か っ た も の と考え る .

3 . 自我同 一 性と共感的配慮と の 関係

自我同 一 性と共感的配慮 の 間に 有意 な相関 は み

られなか っ た
.

こ れ は
, 看護職者 に対す る調査報

告
45 '

と同じ結果 で あ っ た. しか し
,

人口学的背景

に お い て
, 3 年生群 ･ 4 年生群 で有意な負 の 相関

が み られた . 丹野 は , ｢ 他者理解に は
, 相手 の 立

場に 視点を移動する能力 の 発達が必要 で あ る｣
56 )

と述 べ
, ｢ 公的自己像 に寄りか か っ て 自己を顕示

す る青年 は ,
た しか に他者と い うも の を敏感に 意

識し て い る .
しか し

,
こ の 場合, 他者 の 気持ちを

正確 に客観的 に 理解 し て い る わ けで は な い｣
56 )

と

述 べ て い る
.

こ の こ とか ら
, 負 の 相関に な っ た も

の と考える.

親友数 の 3 人群で 有意な負 の 相関がみ られ た.

長谷川 は , ｢ 共感 は他者と の 交流 に よ っ て体験 さ

れ る感情だが
,

そ れ は相手 に対す る単な る好き嫌

い で は なく ,
い わば共鳴的な感情で あ る. し た が っ

て , 誰で も自分流 の 感 じや すさ の 傾向が あり, 相

手 の 感情 の す べ て に共鳴で き る と は限らず, 相手

の 態度や 信条を認め る こ と自体 に拒否感を覚え て

しま う こ ともあ る｣
17)

と述 べ て い る . 無藤 は , ｢ ひ

と り の 人間とし て の 自分 の 基盤と な る感覚があ る

と き に, 他者 に つ い て も
,

そ れ らをも っ た存在 で

あ る と い う感覚が大前提と し て生じ る. そ こ に い

た っ て 自分と他人 の 関係が成立す る｣
11)

と述 べ て

おり, 自我同 一 性が確立す る こ と に よ り ｢ 自分 の

感じ方｣ と ｢ 他人 の 感じ方｣ とを区別す る こ とが

で き
, 共感的配慮が困難となり, 相手 に対して 共

感的配慮が で き な い た め に , 共感的配慮と の 問で

負 の 相関と な っ た も の と考え る .

4 . 自我同 一 性と抑う つ 性と の 関係

自我同
一

性と抑う つ 性 の 問に有意な負 の 相関が

み られ た .
こ れ は , 看護職者 に対す る調査報告

45 )

と同じ結果 で あ っ た
. 遠藤 は

,
｢ 青年期 の 不安や

抑う つ は
, 精神医学的に 病ん で い る も の に も正常

な も の に も
,

とも に 見られ る . し か も, 不安 は
,

大て い の 場合, 適切 な 行動 に よ っ て解決 さ れ
, 抑

う つ も,
そ の 事件 の 重大さ に よ っ て持続期間に 差

は あ る が
, 間も な く解決 さ れ る よ う に な る . 感情

の 安定 は 自己確信 の 基礎とな る｣
1 )

と述 べ て い る .

つ まり, 自我同 一 性が確立さ れ る こ と で 自己確信

の 基礎が で き , 抑う つ が小さく な る た め に , 抑う

つ 性と の 負 の 相関と な っ た も の と考え る .

ま た
,

2 年生群 ･ 3 年生群に お い て 有意な負 の

相関が み られ た. 宮下 ら は
,
｢ 新 し い 職業的状況

に 入 っ て い く初期 の 段階に お い て は
,

新た に求め

られ て い る同 一 性と以前 の 同
一

性と の 間 の 不連続

感, 失われ て い く古 い 同
一

性 へ の 哀惜, 将来 - の

不安などが伴う.
そ の た め

, 抑う つ 感や不適応感

に悩まされ る こ と があ る｣
57 )

と述 べ て い る .
つ ま

り ,
2 年生 ･ 3 年生に な る と看護 に関す る専門的

な こ と を学ぶ よ う に なり
,

さ ら に , 臨地実習な ど

を通 し て患者と接す る機会が多く な る.
そ の た め

看護と い う職業環境 の 中に入 っ て い く た め
, 自我

同 一 性が不安定な も の と なり, 抑う つ 感に悩まさ

れ る よ う に なり ,
そ の 結果, 負 の 相関と な っ たも

の と考え る
.

女性群 に お い て 有意 な負 の 相関 が み られ た
.

J o s s els o n
,
R . L . は

, 女性 の 同
一 性形成過程 に お

い て積極的関与 の 重要性を指摘し て い る
47 ･5 8 )

. 抑

う つ な人は
, 社会と関わ る こ とを避け る た め

, 積

極的 に社会と関わらなくな る .
そ れが自我同 一 性

の 確立に影響し
, 負の 相関と な っ た も の と考え る

.

18 - 20 歳群 ･ 21 歳 - 2 5 歳群に お い て有意な負 の

相関がみ られ た . A b r a m s o n ら の ｢ 改訂学習性

無力感論｣ で は
, 自分で は コ ン ト ロ

ー ル で きな い

と い う経験が
, 抑う つ を生じさ せ る き っ か けと な

る と し て い る
42 ･5 9)

. 社会経験を積み重ね て い く 中

で
, 自分で は コ ン ト ロ

ー

ル で きな い と い う経験を

する こ と で
, 抑う つ と なりやすい

. 自我同 一 性が

確立す る と
, 自分 の 能力 の 限界を知る こ と が で き ,

コ ン ト ロ ー ル で き な い と い う経験 に 陥る こ とが少

なく , 抑う つ が生じ に くく な る. そ の 結果, 負 の

相関 に な っ た も の と考え る .

兄弟姉妹数 の 1 人群 ･ 2 人群に お い て 有意 な負

の 相関 が あ っ た
. 山本 ･ 名島 ら は

,
｢ 個人 の 血縁

史的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 成立す る場所 は
, 家族内

に おけ る自己と他人と の 問,
つ ま り

,
自己と親と

の 間, 自己と兄 弟と の 問, 自己 と夫, 自己と妻と

の 間, 自己と子供と の 間で あり , 要約す れば家で

あ る｣
6 0)

と述 べ て い る .
つ ま り

, 年齢 が近 い 他者
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と の 関わ り や
, 自己と兄弟と の 間に お い て 自我同

一 性を確立し て い く . 自我同
一

性が確立す る こ と

で , 自分と い うも の が確か なも の となり , 抑う つ

性が小さ く なり, 負 の 相関を示したも の と考え る.

親友数 の 4 人以上群 に お い て有意な負の 相関がみ

られ た . 抑う つ の 強 い 人は
, 社会と の 関わり を避

け る よ う に な る . 青年期 は
, 社会と の 関わり を通

し て 自我同
一

性を確立 して い く時期 で あり , 社会

と の 関わりが少な い と抑う つ に なりやすく , 自我

同 一 性 の 確立 に影響す る. 逆 に
, 他者と の 関わり

の 中で , 自我同 一 性を確立 して い る人は
, 自分と

他者を知 る こ とが で き, 抑う つ が小さ く な る. こ

の こ と が負 の 相関と な っ た も の と考え る .

友人数 の 4 人以上群 に お い て有意な負の相関が

み られ た
. 渡辺 は

,
｢ 抑う つ の 人 は活動性が低く ,

楽 し い と感じ る 出来事も少な い
. また

, 活動 レ ベ

ル が低 い と抑う つ 気分も大き い｣
6 1)

と述 べ て い る
.

つ ま り , 活動 レ ベ ル が高く
, 多く の 人と関わ っ て

い く 中で , 自我同
一

性を確立し て い る者 は
, 抑う

つ 性が小さく な る た め
, 負 の 相関とな っ た も の と

考え る .

対人交流 に お い て 相手 へ 意見を求め る程度 で は

とき どき求め る群 ･ 比較的多く求め る群に お い て

有意な負 の 相関が み られ た . 相手 に意見を求め る

と い う こ と は
,

N e z u ら は
,

｢ 抑 う つ の 人 は
, 非

抑う つ に人に比 べ
, 対人関係を持 っ た め の 働きか

けが半数程度 に す ぎな い ( 自分か ら話しか け る こ

とが少な い) ｣
6 1

,
6 2)

と報告 して い る. 抑う つ の 人が
,

対人関係を持 っ た め の 働き かけを行わ な い こ と に

よ り
, 社会と の 関わり の 機会が減り ,

そ の こ と が

自我同
一

性 の 確立 に影響す る . 逆に
, 非抑う つ の

人は
, 抑 う つ の 人に比 べ

, 対人関係を持 っ た め の

働きか けを積極的 に行う た め, 自我同
一

性が確立

す る .
こ の 結果

, 負 の 相関と な っ たも の と考え る .

5 . 自我同 一 性と コ ン ピテ ン ス と の関係

自我同 一 性と コ ン ピ テ ン ス の 問に有意 な相関 は

み られなか っ た . しか し
, 人口学的背景 に お い て

,

対人交流 に お い て 相手 へ 意見を求め る程度 の うち

で
, 特に求め な い 群に お い て 有意 な 正 の 相関が み

られ た
. 無藤 は

,
｢ 自分を感得し か つ 他者 の 存在

を感じと る感覚を
, 相互 に促進しあう よ う な関係

を , 人生 の 過程で い か に もち え る か と い う こ と が
,

ア イ デ ン テ ィ テ ィ 形成 の う え で 重要 な問題 で あ

る｣
1 1)

と述 べ て い る
.

つ ま り , 他者と の 関わ り の

なか で
,

コ ン ピ テ ン ス
, すな わち効果的 に環境と

相互作用す る能力を獲得す る こ と が で き
,

ア イ デ

ン テ ィ テ ィ の 形成 に つ ながる も の と考え る . 逆に
,

コ ン ピ テ ン ス を獲得で きず
, 他者と効果的に 関わ

る こ とが で き な い こ とが自我同
一

性 の 確立に影響

する.
こ の 結果, 正 の 相関とな っ た も の と考え る .

6 . 自我同 一 J 性と セ ル フ モ ニ タ リ ングとの 関係

自我同 一 性と セ ル フ モ ニ タ リ ン グ の 間に有意な

相関 は み られ な か っ た . し か し
,

人 口学的背景 に

お い て
,

1 年生群で は有意な 正 の 相関,
4 年生群

で は 有意な負 の 相関が みられ た . 溝田 は
,

｢ 自己

同 一 性確立 の た め の 一 連 の 作業プ ロ セ ス と して 適

性や能力 の 自己理解か ら自己 の 進路 の 決定 に い た

る進路選択が考えられ る の で あ る｣
6 3 )

と述 べ て い

る
.

し た が っ て , 自己理 解す る こ と に よ り, 自我

同 一 性が確立す る.
つ まり

, 大学 に入学す る時点

で進路選択が迫られ て い る看護学生 は
, 自我同 一

性 の 確立が迫られ て い る . 岩淵 ･ 田中 ･ 中里 ら は
,

｢ 内的要因 に基づ い て行動す る傾向 の 強 い 個人 は
,

自己 の 社会的行動 の 状況的適切さ に つ い て の 関心

が そ れ は ど高く な い た め
, 自己 の 行動を状況 に応

じ て統制す る傾向 は弱 い
, すなわち低 い セ ル フ モ

ニ タ リ ン グで あ る｣
2 5)

と述 べ て い る . 4 年生 は
,

専門的知識を学習し, 臨地実習 に お い て 患者 の 状

況や行動 に基づ い て 深く考え
,

そ の 状況 に対応し

て い なく て は な らな い
.

つ ま り 4 年生 は
, 内的要

因 の み で は なく外的要因も取り入れ て行動 し
, 自

己 の 社会的行動 の 状況的適切さ に対する関心が高

くな る
.

そ の た め
, 自己 の 行動を状況 に応 じて 統

制 しよ うとする が
, 実際 に統制す る こ と ば難しく ,

自我同 一 性が確立し て い て も セ ル フ モ ニ タ リ ン グ

がうまく 行え な い
.

そ の 結果 ,
4 年生群 で は負 の

相関とな っ た も の と考え る
.

そ れ に反し て
, 1 年

生 は , 今ま で の 日常的 な経験に基 づ い て 状況 に対

応し て い く た め
, 自己 の 行動を状況 に応じて 統制

しやす い
.

そ の 結果,
1 年生群で は正 の 相関と な っ

た も の と考え る .

7 . 自我同 一 性と社会的 ス キ ル と の 関係

自我同 一 性と社会的 ス キ ル の 間に有意 な相関 は

み られ な か っ た . ま た
, 人 口学的背景 に お い て も,
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有意な相関 は み られなか っ た
. 岡本 は

,
｢ 言語的

コ ミ ュ
ニ ケ ー

シ ョ ン をうまく運用して い く過程は,

当然 , 社会 的 ス キ ル の 重要 な
一

側面 を構成 す

る｣
6 4)

と述 べ て い る
.

M a ry Ell e n D o o n a は
,

｢ コ

ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の 能力 に よ っ て
,

人間は
, 自我

を拡大し
,

他者と交わ り, 他者と共通 の 世界を も

て る｣
2 0)

と述 べ
, ｢ コ ミ ュ

ニ ケ ー シ ョ ン と は
, 自我

の 境界を こ え て 他者と相互作用をもちな が ら
, 孤

独に 打ちか っ て 集団 の
一 員に な る プ ロ セ ス で あ

る｣
20 )

と述 べ て い る . 看護学生 は
, 臨地実習な ど

を通 し て他者と の コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ ン をと る機会

が多 い
. しか し

,
本研究 で使用した社会的 ス キ ル

尺度 は
, 関係維持, 関係開始 , 自己主張 の 3 つ で

成り立 っ て おり
,

こ の 3 つ の ス キ ル が発達し て い

なく て も
,

コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 等 の ス キ ル の 発達

が
, 自我同

一

性 の 確立 に影響して い る の かも しれ

な い
. そ の た め に

, 本研究で の 社会的 ス キ ル と の

相関がみ られ な か っ た の か も知れな い
.

8 . 自我同 一
J 性と自己効力感と の 関係

自我同
一 性と自己効力感 の 間に有意 な相関 は み

られ なか っ た. しか し
, 人口学的背景 に お い て ,

親友数 の 2 人群 で有意な負 の 相関が み られ た . 福

井ら は
,
｢ 自ら の 能力を過小評価 して 低す ぎ る自

己効力感をも つ 人が い る 一 方で
, 逆に自ら の 能力

を過大評価し て高すぎ る自己効力感をも っ 人も い

る｣
44)

と述 べ て い る
. 自我同

一

性が確立 して い な

い と, 自己 の 能力も つ かむ こ と が で きず, 自ら の

能力を過大評価して 高す ぎ る自己効力感となり ,

自己効力感と の 間で 負 の 相関 に な っ たも の と考え

る .

結 論

看護学生196 名 の 自我同
一

性と個人 の 内的属性

で あ る対人不安, 自己没入
,

共感的配慮, 抑う つ

性,
コ ン ピ テ ン ス

,
セ ル フ モ ニ タ リ ン グ, 社会的

ス キ ル
, 自己効力感等 と の 関係を調 べ た

.
そ の 結

果, 対人不安 , 抑う つ 性は
,

そ れ ぞ れ自我同
一 性

と負 の 相関を示し た . ま た
,

共感的配慮,
コ ン ピ

テ ン ス
,

セ ル フ モ ニ タ リ ン グ, 自己効力感 な ど は
,

人口学的背景 の 違 い に よ っ て自我同 一 性と の 関係

が み られ た . しか し
, 自己没入と社会的 ス キ ル は

自我同 一 性と の 関係が み られなか っ た .
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