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日本における孤独感研究を概観すると, �������
����	�
(���) もしくは, 落合 (����) のいずれか
の定義に基づいたものに大別される｡ ������ �
����	�
(���) は, 孤独感を ｢個人が現実に経験し
ている社会的関係 (達成水準) が, 当人がもちたいと
望んでいる関係 (願望水準) に比べ, 下まわったり不
満であると認知されるときに生じる不快な感情｣ と定
義している｡ また, この孤独感が社会的な関係不全に
由来するという状況的立場から, ������, �������
�����
�(����) は, ����������������
���
���
�����を開発し, その日本語版 (以下, ����と表記
する) が工藤・西川 (��� ) によって作成されている｡
����を指標とした高孤独者の特徴を探ることを目
的とした研究から, 原因帰属 (広沢, ���!, ���"；工
藤・西川・熊取谷, ���!；中村, ���"；諸井, ����),
対処方略 (広沢, ���!, ���", ����, ����；工藤・熊
取谷・西川, ���"；諸井, ����) の違いなどが要因と

して調べられてきた｡ さらに, 上記のような要因や孤
独感の程度の差異を生じさせる要因の検討として, 性
別 (工藤・西川, ��� ；工藤・西川・熊取谷, ���!,
���"；諸井, ���!, ���, ����, ����, �����, ����
#；広沢, ���", ����, ����), 年齢 (工藤・西川,
��� ), 測定時期 (諸井, ���"), 居住環境 (諸井,
���$, ���", �����), 友人や親友数 (工藤・西川,
��� ；諸井, ���$, ���!, ���"), パーソナリティ
(工藤・西川, ��� ) などが検討されてきた｡
一方, 落合 (����) は, 孤独感を ｢自分 (または人
間) が孤独 (ひとり) だと感じること｣ と定義した上
で, その中に心理的条件により規定される狭義の孤独
感と物理的条件により規定される物理的孤立感とが含
まれるとし, 孤独感類型判別尺度 (��
���
��������
#%&�����；以下, ��&と表記する) を作成している
(落合, ��� )｡ ��&を用いた研究から, 孤独感の在
り方 (落合, ��� ), 孤独感の外延構造 (落合, ���!
#) などの差異が明らかにされ, そのような差異を生
じさせる要因として, 性差 (落合, ��$；中野・永江,
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―孤独感, 自己意識, 精神的健康, 自我同一性との関連―
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本研究の第一の目的は, 青年の孤独に対する捉え方を明らかにすることであった｡ 大学生�!名に,
孤独に対する捉え方に影響を与える要因を捉えることを目的とした質問紙調査を実施した｡ その結果,
｢否定的評価｣, ｢自己成長機能｣, ｢肯定的評価｣ の つの要因からなる孤独に対する捉え方尺度が作
成された｡
第二の目的は, 孤独感, 自尊感情, 抑うつ, 自我同一性に関する質的な差異を調査することであっ
た｡ 大学生��$名に孤独に対する捉え方尺度, 改訂版����孤独感尺度, 孤独感類型判別尺度, 自尊
感情尺度, �,�-.日本語版, 多次元自我同一性尺度の"種類の質問紙が実施された｡ これらの比較
の結果, 自己成長機能の捉え方が強い青年は個別的自己の自覚が高いこと, 一方, 肯定的評価が強い
青年は自尊感情が高く, 抑うつが低く, 自我同一性達成度が高いことが明らかとなった｡
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����), 年齢 (落合, ����；中野・永江, ����；野上
ら, ����), パーソナリティ (落合, ����) などが検
討されてきた｡ しかしながら, いずれの定義ないしい
ずれの尺度を用いた研究においても, 孤独感の諸側面
に個人差をもたらす要因に関する研究は, 年齢や性別
など個人の属性に着目されている程度で, 検討が進ん
でいるとは言い難い｡
孤独感ではなく, ｢孤独｣ という事象自体に対する
個人の認知的な側面に着目した研究がある｡ 落合
(���	) は, 高校生を対象とした孤独感の予備研究か
ら, 孤独感の規定因として, ｢孤独への目の向け方｣,
｢人間同士の共感についての感じ方｣ という�要因を
抽出している｡ また落合 (����) は, 大学生を対象に
同様の調査を行い, 孤独への否定的評価・嫌悪, 孤独
への積極的評価・愛好, 孤独への愛好と嫌悪の間のゆ
れ, ひとのあり方について知る, からなる ｢孤独への
態度｣ という要因を抽出し, 孤独感の構造として, 自
己の個別性についてのめざめと, 人間同士の共感につ
いての感じ方という二次元が存在するという点におい
て, 先行の���	年の報告にほぼ対応していると述べ,
その後に
��を作成し (落合, ����), 孤独感研究
を進めている (落合, ���	, ����, ����)｡ 中野・
永江 (����) は, ｢孤独感と精神的健康との関連を考
えるとき, 孤独感の程度よりも, 本人の孤独のとらえ
方や孤独に対する態度 (受容的であるか非受容的であ
るか) が鍵となる｣ と仮説し, 落合 (����) の
��
を元に作成した孤独感の量と質を測定する尺度を用い
た研究から, 精神的健康には孤独感の量, 孤独感の受
容度の順に影響力が強いことを明らかにしている｡ 落
合 (���	) の予備研究で抽出された要因である, ｢孤
独への目の向け方｣ や ｢孤独への態度｣, 中野・永江
(����) の研究の中心的視点であった, 孤独のとらえ
方や孤独に対する態度は, 共に, 個人が ｢孤独｣ とい
う事象をどのように捉えているかという点で類似した
視点である｡ そして, 孤独感の在り方や程度が個人に
よって異なるように, ｢孤独｣ という事象の捉え方も
個人によって異なるとすれば, 孤独に対する捉え方の
違いによって孤独感の在り方や程度も異なる可能性が
示唆される｡ したがって, 孤独感研究において, 孤独
感に影響を与える要因の一つとして個人の孤独に対す
る捉え方という新たな視点を導入する意義は深いと考
える｡ ただし, その際に課題となることとして, 中野・
永江の研究においては孤独に対する態度と孤独感の受
容が同義に扱われているが, 落合の研究 (���	,
����) を踏まえると, 孤独に対する捉え方を孤独の受

容という観点以外にも質的に検討する必要がある｡
また, 孤独感の関連要因についての研究の中で, 心
理的要因に関しては自己意識や精神的健康について検
討されたものが比較的多い｡ まず自己意識について,
孤独感と自己意識の関連を検討した研究は多数見られ
るが (諸井, ���；今林, ����；吉山, ����；中野・
永江, ����；原田, ����；杉山, ���	), 特に多く検
討されているのが, 自己評価の受容に関する自己意識
である自尊感情であり, 孤独感と自尊感情との間には
負の関連があることが明らかにされている (������
��������, ����；����������, ����；����� !�
"����, ����；#�$��, ����；工藤・西川, ����；%���
� &��', ���；"��������, ���；諸井, ���,
����, ����, ����；宮下・細川, ����)｡ 次に精神的
健康について, 孤独感と精神的健康との関連を検討し
た研究はいくつか見られるが (工藤・西川, ����；諸
井, ����；吉山, ����), 特に多く検討されているの
が抑うつであり, 孤独感と抑うつの間には正の関連が
あることが明らかにされている (����������, ����；
&������� (��)*��+, ����；#�$��, ����；宮下・
細川, ����)｡ 以上のことをまとめると, 孤独感研究
においては, 自己意識の中でも特に自尊感情, 精神的
健康の中でも特に抑うつとの関連は, 概ね一致をみて
いる知見である｡ したがって, 孤独に対する捉え方に
おいても, それらの要因との関連を検討する意義があ
ろう｡
落合 (����) は, 孤独感を自我の発見に伴って必然
的に感じるようになるものであり, 青年の抱える代表
的な生活感情であると述べている｡ �����,��(���)
も, 青年期の特徴の一つである自我の発見には大きな
孤独の体験を伴うと述べている｡ また, 小林 (����)
は, 
��において最も成熟した孤独感のタイプとさ
れる&型が, 最も未熟とされる-型より, 同一性の
混乱が高いことを報告し, 孤独感と自我同一性
(.��!���, ���) の関連を示している｡ これらのこ
とから, 青年の孤独に対する捉え方を解明していくと
き, 自我の発達, 特に自我同一性の確立と, 孤独感や
孤独の体験との関連を把握することは, 重要な視点で
あると考える｡
以上のことを踏まえ, 本研究では, 以下の二つの目
的を設定する｡ 第一に, 青年の孤独に対する捉え方の
在り方を明らかにする｡ その際, 孤独に対する捉え方
の在り方を測る尺度を作成する｡ 第二に, 孤独に対す
る捉え方と孤独感, 自尊感情, 抑うつ, 自我同一性達
成度との関連について検討する｡ その際, 現代青年の
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孤独に対する捉え方の違いによる各要因の差異につい
ても検討する｡
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孤独に対する捉え方尺度を作成するために, 第一段
階として, 尺度の項目収集のため, ����年�月から�

月にかけて, ｢孤独とは｣ から始まる質問文��問で構
成される自由記述による質問紙調査を実施した｡ 対象
は, �大学の学生��名 (男子��名, 女子��名) で,
回答者の平均年齢は���	歳 (
�＝	��) であった｡ 調
査の結果に対して, 心理学専攻の大学院生�名が共同
で検討し, 孤独に対する捉え方であるとした項目で,
回答者数が人以上であった	�項目について, 質問項
目として適切な文章となるように修正し, 暫定項目と
した｡
第二段階として, 暫定尺度の信頼性の検討のため,

����年��月に, 孤独に対する捉え方尺度の質問紙調査
を実施した｡ 対象は, �大学の学生��名 (男子��名,
女子���名) で, 回答者の平均年齢は����歳 (
�＝
���) であった｡ 回答に不備のあった��名を除いた���

名を分析対象とした｡ この暫定尺度の	�項目に対する
最尤法, プロマックス回転による因子分析では, 固有
値の変化と解釈可能性を考慮した結果, 	因子が抽出

された｡ 各項目のうち, 因子負荷の絶対値が��に満
たなかった�項目を削除し, 残りの��項目での再度最
尤法, プロマックス回転による因子分析での	因子に
よる累積説明率は���％であった｡ 第�因子は�	項目
で, 因子負荷量の高い順に ｢孤独はつらいものだ｣,
｢孤独はかなしいものだ｣, ｢孤独は苦しいものだ｣ な
どの項目が集まったことから, 孤独に対する ｢否定的
評価｣ 因子と命名した｡ 第�因子は�項目で, 因子負
荷量の高い順に ｢孤独は人を成長させるものだ｣, ｢孤
独は自分を見つめなおす機会になる｣, ｢孤独は人を強
くするものだ｣ などの項目が集まったことから, 孤独
の ｢自己成長機能｣ 因子と命名した｡ 第	因子は�項
目で, 因子負荷量の高い順に ｢孤独は楽しい｣, ｢孤独
は楽だ｣, ｢孤独は落ちつくものだ｣ などの項目が集まっ
たことから, 孤独に対する ｢肯定的評価｣ 因子と命名
した｡ 	因子内部で, ｢自己成長機能｣ と ｢肯定的評
価｣ との間に有意な正の相関がみられ (｢肯定的評価｣：
�＝�		), ｢否定的評価｣ と ｢自己成長機能｣, ｢肯定
的評価｣ との間に有意な負の相関がみられた (｢自己
成長機能｣：�＝－���｣, ｢肯定的評価｣：�＝－���)｡
また, クロンバックのα係数は, ｢否定的評価｣ で��	,
｢自己成長機能｣ で���, ｢肯定的評価｣ で���であり,
尺度の内的整合性が確認された (������)｡
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対象は, �大学の学生���名 (男子��名, 女子���
名) で, 回答者の平均年齢は��	�歳 (
�＝�	�) であっ
た｡ 回答に不備のあった��名を除いた���名を分析対
象とした｡
����

����年��月に, 以下の質問紙の調査を実施した｡
��	
��

(�) 孤独に対する捉え方尺度
予備調査によって作成された, 孤独に対する捉え方
を測定する�項目の質問紙である｡ ｢全くそう思わな
い｣ から ｢非常にそう思う｣ までの件法で回答を求
めた｡
(�) 改訂版����孤独感尺度日本語版

(�������������� ����������
����)
諸井 (�����) による改訂版����孤独感尺度日
本語版を用いた｡ この尺度は, � ����, !�"�� #
$��% ��� (���) により標準化された �������
����������
����を � ����, !�"�� # � &����

(����) が再検討し開発した, ��������������
����������
����の邦訳版である｡ 孤独感の高さを測
定する��項目の質問紙である｡ ｢けっして感じない｣
から ｢たびたび感じる｣ までの�件法で回答を求めた｡
(') 孤独感類型判別尺度
(����������
�����()�����)

落合 (���') により作成された｡ 人間同士理解・共
感できると感じているか否か (�
)*�), 人間の個別
性に気づいているか否か (�
)*+) の�因子から構
成される, ��項目の質問紙である｡ ｢いいえ｣ から
｢はい｣ までの�件法で回答を求めた｡

(�) 自尊感情尺度
山本・松井・山成 (����) により, ��������%の

���,－��&��-尺度を翻訳し作成された, 自尊感情の
程度を測定する��項目の質問紙である｡ ��������%
は自尊感情について, 自分を ｢非常によい (���(
%���) ｣ と捉える場合と, ｢これでよい (%���
��� %�)｣ と捉える場合の二つの異なる意味を指摘し,
後者の立場に立ち尺度を作成している｡ ｢あてはまら
ない｣ から ｢あてはまる｣ までの�件法で回答を求め
た｡
(�) �+
.�日本語版
(������&��,��+"���-����%��
& ����
��"�������
����, 以下�+
.�)

�����,,(��) による���&��,��+"���-����%��

& ������"�������
����(�+
.�) を島・鹿野・北
村・浅井 (����) が邦訳したものを用いた｡ 一般母集
団におけるうつ症状を疫学的に研究するために開発さ
れた, ��項目の尺度である｡ ｢まれにあるいはなかっ
た｣ から ｢ほとんどあるいは全ての時間｣ までの�件
法で回答を求めた｡
(�) 多次元自我同一性尺度
(/ �&���-��������+%�0���&�&(
����,
以下/+0
)

谷 (����) により作成された｡ 自己斉一性・連続性,
対自的同一性, 対他的同一性, 心理社会的同一性の�
因子から構成される, 自我同一性の達成度を測定する
��項目の質問紙である｡ ｢全くあてはまらない｣ から
｢非常にあてはまる｣ までの件法で回答を求めた｡
��

��������������������	�����

����
����
��� !

孤独に対する捉え方尺度の下位因子と, ����,
�
), 自尊感情尺度, �+
.�, /+0
との相関結果
を������に示す｡
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調査対象を孤独に対する捉え方の特徴によって分類
するために, 孤独に対する捉え方尺度の ｢否定的評価｣,
｢自己成長機能｣, ｢肯定的評価｣ の合成得点を変量と
した最近隣法によるクラスタ分析を行ったところ, �
つのクラスタを得た｡ 第�クラスタには���名, 第�
クラスタには���名, 第�クラスタには��名の調査対
象が含まれた｡
次に各クラスタの特徴を明らかにするために, 得ら
れた�つのクラスタにおいて, ｢否定的評価｣, ｢自己
成長機能｣, ｢肯定的評価｣, 各因子得点の一要因分散
分析を行った｡ その結果, 全てにおいて�％水準の有
意な群間差がみられた (�(�,���)＝��	
�；�(�,���)＝
��
�；�(�,���)＝��
�)｡ ����の���法 (�％水準)
による多重比較を行ったところ, ｢否定的評価｣ につ
いては, 第�クラスタは他の�つのクラスタよりも有
意に高く, ｢自己成長機能｣ については, 第�クラス
タは他の�つのクラスタよりも有意に高く, ｢肯定的
評価｣ については, 第�クラスタは他の�つのクラス
タよりも有意に高かった｡ 各クラスタにおける各尺度
得点についての平均値と標準偏差, 分散分析および多
重比較の結果を�����に示す｡
�����������	
����������

�������	���������
�����
��

�� !"

孤独に対する捉え方の各クラスタにおける, ����,
���, 自尊感情尺度, �����, �� �の平均値およ

び標準偏差を�����に示す｡
�����������	
�����#���������

��	���������
�����
��$%

孤独に対する捉え方の�つのクラスタ間における
����, ���, 自尊感情尺度, �����, �� �の得
点の差異を検討するために, 孤独に対する捉え方の�
つのクラスタにおいて, 各尺度の因子得点の一要因分
散分析を行った｡
�つのクラスタ間において ｢����｣, ｢���!�｣

では, 有意な群間差はみられなかった (�(�,���)＝
�
��, "
#
；�(�,���)＝�
��, "
#
) が, ｢���!�｣ で
は, 有意な群間差がみられた (�(�,���)＝�
��, $＜

��)｡ ����の���法 (�％水準) を用いた多重比
較を行ったところ, ｢���!�｣ は, ｢第�クラスタ｣
が ｢第�クラスタ｣ よりも有意に高かった｡ ｢自尊感
情｣ では, �つのクラスタ間に有意な群間差がみられ
た (�(�,���)＝�
��, $＜
��)｡ ����の���法 (�
％水準) を用いた多重比較を行ったところ, ｢自尊感
情｣ は, ｢第�クラスタ｣ が他の�つのクラスタより
も有意に高かった｡ ｢�����｣ では, �つのクラスタ
間に有意な群間差がみられた (�(�,���)＝�
		, $＜

��)｡ ����の���法 (�％水準) を用いた多重比
較を行ったところ, ｢�����｣ は, ｢第�クラスタ｣ が
他の�つのクラスタよりも有意に低かった｡ �� �の
下位因子である, ｢自己斉一性・連続性｣, ｢対自的同
一性｣, ｢対他的同一性｣, ｢心理社会的同一性｣ では, �
つのクラスタ間に有意な群間差がみられた (�(�,���)
＝�
��, $＜
��；�(�,���)＝�
	�, $＜
��；�(�,���)＝
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����, �＜���；�(�,���)＝	�
�, �＜��
)｡ そして,
����の���法 (�％水準) を用いた多重比較を行っ
たところ, 全ての下位因子において, ｢第�クラスタ｣
が他の�つのクラスタよりも有意に高かった｡ 以上の
結果を, ������に示す｡

� �

�������	
�������

本研究の第一の目的は, 青年の孤独に対する捉え方
を明らかにすることであった｡ 孤独に対する捉え方に
ついての自由記述を分析した結果, それには, ｢否定
的評価｣, ｢自己成長機能｣, ｢肯定的評価｣ の�つの側
面があることが明らかになった｡
｢否定的評価｣ とは, 孤独に対する否定的な情緒的

イメージや捉え方である｡ この孤独への否定的評価
が, 孤独に対する捉え方の一部を成しているという本
結果は, ������� �������(
�	�) による, 孤独感
は不快であり苦痛を伴うものという定義が孤独感研究
の大半において援用されていることを踏まえると, 共
通する否定的側面であると考える｡ ｢自己成長機能｣
とは, 孤独がもつ自己成長促進の機能に関する捉え方
である｡ このような, 孤独は自分を成長させる機能が
あるという側面は, 従来から言及はされていたが
(��������, 
��
；小此木, 
�	�；諸富, ���
),
本研究において初めて実証された知見といえる｡ ｢肯
定的評価｣ とは, 孤独を肯定的に評価する捉え方であ
る｡ これまでの孤独感研究では, 孤独とは, 否定的感
情を引き起こし個人にマイナスの影響を与えるものだ
という知見が大半を占めていることに対し, 本結果か
ら青年は孤独の一面を, 好ましいもの, 心地よいもの
と肯定的に捉えるという新たな知見が示されたといえ
る｡

�������	
������	������

本研究の第二の目的は, 孤独に対する捉え方と関連
する要因について検討することであった｡ その際, 孤
独に対する捉え方は前述した�因子からなることが明
らかになったため, それを受けて, 現代青年の孤独に
対する捉え方の違いによって, 孤独感, 自尊感情, 抑
うつ, 自我同一性達成度がどのように異なるか検討し
た｡
������������	
�����

本研究において, 青年の孤独に対する捉え方は, 質
的に異なる ｢否定的評価｣ ｢自己成長機能｣ ｢肯定的評
価｣ という捉え方の量的な差異によって, ｢第
クラ
スタ｣ ｢第�クラスタ｣ ｢第�クラスタ｣ の�つのタイ
プに分類された｡
｢第
クラスタ｣ の捉え方は, 孤独に対する否定的

評価, 肯定的評価は平均的であり, 自己成長機能の捉
え方が最も高いことが特徴であった｡ つまり, 孤独に
対する捉え方として, 孤独という事象を多面的に捉え
るが, 特に孤独の自己成長機能を重視する群があるこ
とが明らかになった｡ ｢第�クラスタ｣ は, 孤独の自
己成長機能に対する捉え方, 肯定的捉え方が最も低く,
否定的評価が最も高いことが特徴であった｡ つまり,
孤独に対する捉え方が否定的である群があることが明
らかになった｡ ｢第�クラスタ｣ は, 自己成長機能に
対する捉え方は平均的で, 否定的評価が最も低く, 肯
定的な捉え方が最も高い群である｡ つまり, 孤独に対
して否定的な評価をせず, 肯定的に捉える群があるこ
とが明らかになった｡
���������	
����������

孤独に対する捉え方の�つのクラスタ間における
 !"#や "�$にみられる孤独感の差異は, "�$%&
において認められた｡ すなわち, 孤独に対する捉え方
の違いによって, 孤独感における個別性の自覚の程度
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が異なることが示された｡
孤独という事象を多面的に捉えるが, 特に孤独の自
己成長機能を重視するという特徴をもつ第�クラスタ
は, 孤独に対して否定的である第�クラスタや, 孤独
に対して否定的な評価をせず, 肯定的に捉える第�ク
ラスタより, 自分は他者とは異なる存在であるという
自覚が高いことが明らかとなった｡ 孤独に対する否定
的な捉え方と, 肯定的な捉え方の両方を有する場合,
孤独を体験したときにその両方の捉え方の間で葛藤が
生じる可能性がある｡ しかし, 孤独は自己を成長させ
るものであるという認識が, 孤独である自分と向き合
わせる時間をうみ, 自己の個別性を浮き彫りにさせる
のではないだろうか｡ 第�クラスタは, 孤独体験をし
たときにそのような葛藤が生じず, 拒否的反応のみが
生じやすいと考えられ, そのような機会が少ないと考
えられる｡ また, �����の, ｢結局, 自分はひとりで
しかないと思う｣, ｢人間は, 本来, ひとりぼっちなの
だと思う｣, ｢どんなに親しい人も, 結局, 自分とは別
個の人間であると思う｣ などの項目には, 自己の存在
の個別性に対する肯定的な感じ方というより, ｢結局｣,
｢ひとりぼっち｣ のように諦めや寂しさのニュアンス
が含まれると思われる｡ このことを考慮すると, 第�
クラスタは, 孤独を好ましく肯定的に捉えており,
�����で測られるような否定的感情を伴った孤独感
は低いと考えられる｡
�����������	
��������

孤独に対する捉え方の�つのクラスタ間で, 第�ク
ラスタが, 第�クラスタ, 第�クラスタよりも自尊感
情得点が有意に高かった｡ 第�クラスタは, 孤独に対
して否定的な評価をせず, 肯定的に捉えている群であ
るため, 孤独に出会ったとき, 孤独に向き合うことを
回避せず個別的な自己の存在に対して能動的に向き合
い, その結果自身の個別的価値を認める機会が多いク
ラスタであると考えられる｡ 孤独への肯定的捉え方が
最も高く否定的評価が最も低いことから, 孤独のもつ
自己成長の機能が葛藤なくその個人に作用し, 自尊感
情が高まる可能性が考えられる｡ 孤独感と自己意識の
関連に関する先行研究から, 孤独感と自尊感情との間
には負の関連があることが示されている (	
����
	
����, ����；����
�
��, ����；��������
 ��
�, ����；!�"�, ����；工藤・西川, ����；#
��
� $�%, ���&； ��
�
��, ���&；諸井, ���&,
����, ����, ����；宮下・細川, ����) が, 一方で本
研究の結果から, 孤独に対して否定的な評価をせず,
肯定的に捉える者は, 孤独を恐れず, その結果, 自分

はこのままでよいのだという自尊感情が高まる可能性
が示唆されたといえよう｡ 以上の結果から, 孤独に対
する捉え方の在り方は, より対自的な側面である自己
意識と関連していることが示唆されたといえる｡
�����������	
��������

孤独に対する捉え方の�つのクラスタ間で, 第�ク
ラスタが, 第�クラスタ, 第�クラスタよりも有意に
'��($得点が低かった｡ 他の�つのクラスタの特徴
と比較すると, 第�クラスタが最も孤独に対して能動
的に関わろうとする可能性があり, 孤独を回避せず肯
定的な意味を見出そうとすると考えられるため, 孤独
に出会ったとき抑うつのようなネガティブな反応は生
じにくい可能性があると考えられる｡ �
)� (����,
����) は, 自己コントロールについて, 自己モニタリ
ング, 自己評価, 自己強化の�段階の枠組みを唱え,
抑うつ的な人は, 自己モニタリングにおいて, 自分の
行動のポジティブなことに注意を向けずネガティブな
ことに注意を向けると述べている｡ この知見を踏まえ
ると, 抑うつ的な人は孤独の否定的な側面に意識が向
く傾向があり, 逆に, 抑うつ傾向の低い人は, 孤独の
肯定的側面に意識が向く可能性があると考えられる｡
孤独感と精神的健康の関連に関する先行研究から, 孤
独感と抑うつの間に正の関連があることが示されてい
る (����
�
��, ����；$����� *��+)��,,
����；!�"�, ����；宮下・細川, ����) が, 本研究
の結果から, 孤独体験から有意義な意味を得ることの
できるような青年は, 抑うつのようなネガティブな精
神的健康の状態は生じにくい可能性があることが示唆
されたといえよう｡ 以上の結果から, 孤独に対する捉
え方の在り方は, 精神的健康と関連していることが示
唆されたといえる｡
�����������	
�������������

孤独に対する捉え方の�つのクラスタ間で, 第�ク
ラスタが, 第�クラスタ, 第�クラスタよりも-�.�
の自己斉一性・連続性, 対自的同一性, 対他的同一性,
心理社会的同一性の得点が有意に高かった｡ 第�クラ
スタの青年は, 自分が孤独な存在であるという自身の
個別性に対しても回避せずその個別性に意義を見出す
と考えられる｡ 自分が /ひとり0の存在であることを
肯定的に捉えている青年とは, ひとりの存在意義も理
解していると推測される｡ そのような青年は, どのよ
うな場面や時間軸上においても自分はこの世にたった
一人しかいない自分として存在し, 自分が何をすべき
かがわかっているという感覚をもつという可能性が示
唆されたといえよう｡ 以上の結果を踏まえると, 青年
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期における孤独感を捉えようとするとき, 青年期とい
う発達的段階の特徴を踏まえることが重要であると同
様に, 孤独に対する捉え方においても, 発達という軸
が関連している可能性が示唆されたといえる｡

� � � �

青年期における孤独に対する捉え方として, ｢否定
的評価｣, ｢自己成長機能｣, ｢肯定的評価｣ の�つの要
因が見出された｡ 従来の孤独感研究において, 孤独感
の体験はネガティブな主観的体験であり (�������
��	�
��, ��), 個人の精神的健康などの側面にマ
イナスの影響を及ぼすものであるという知見がほとん
どであったが, 青年の抱く ｢孤独｣ という事象に対す
る捉え方は, 否定的な捉え方や肯定的な捉え方, 自己
成長機能に対する捉え方という複数の要因から成り立
つことが明らかとなった｡
本研究において, 孤独に対する捉え方は孤独感と関
連することが明らかにされたため, 今後の孤独感研究
において, 孤独に対する捉え方という視点を導入する
ことでより孤独感理解は深まっていくと考えられる｡
さらに, 孤独に対する捉え方は自尊感情などの自己意
識, 抑うつなどの精神的健康と関連があることも明ら
かになった｡ そのため, 孤独感の程度や在り方がその
まま自己意識や精神的健康に影響を与えるのではなく,
その前の段階として個人のもつ孤独に対する捉え方が
どのような特徴をもっているかをみることで, 孤独感
形成・影響のモデルをより細やかに検討していくこと
が可能であると考えられる｡
本研究の問題点と課題としては, まず, 孤独に対す
る捉え方尺度における信頼性と妥当性の検討が不十分
であることがあげられる｡ 今後, 本尺度を用いて再検
査信頼性, 基準関連妥当性などの検討を行う必要があ
るといえる｡ 次に, 本研究においては青年を対象に調
査を行っているが, 落合の���を用いた孤独感研究
からは, 孤独感には発達差があることが明らかにされ
ている｡ このことを考慮すると, 孤独に対する捉え方
においても, 発達差の検討をより広い発達段階におい
て調査し検討する必要があると考えられる｡ 諸富
(����) は, ｢孤独は決して避けるべき否定的なもので
はなく, 現代をタフに, しなやかに, かつクリエイティ
ブに生きていくために不可欠の積極的な能力である｣
と述べている｡ 本研究において得られた知見は, この
ような, 孤独が人間にとって必要で積極的な能力の一
つであるという考えの一つの裏付けであるともいえよ
う｡
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工藤 力・西川正之 ���� 孤独感に関する研究 (Ⅰ)
―孤独感尺度の信頼性・妥当性の検討― 実験社会
心理学研究, ��(�)：�������
工藤 力・西川正之・熊取谷由季央 ���	 孤独感に
関する研究 (Ⅱ) ―孤独感の因果帰属の検討― 大
阪教育大学紀要第Ⅳ部門, ��(�)：�
���	��
工藤 力・熊取谷由季央・西川正之 ���� 孤独感に
関する研究 (Ⅲ) ―孤独感に対する対処行動の解明―
大阪教育大学教育研究所報, ��：�	����
宮下一博・細川あゆみ ���� 孤独感と性格・適応及
び対処法略との関係 千葉大学教育学部研究紀要,
��(�)：������
諸井克英 ���
 孤独感とペットに対する態度 実験
社会心理学研究, ��：�������
諸井克英 ���	 高校生における孤独感と自己意識
心理学研究, ��：�����
��
諸井克英 ���� 大学新入生の生活事態変化に伴う孤
独感 実験社会心理学研究, ��：��	���	�

諸井克英 ���� 大学生における孤独感と自己意識
実験社会心理学研究, ��：�	������
諸井克英 ���� 大学生における孤独感と対処法略
実験社会心理学研究, ��：�
���	��
諸井克英 ���� 大学生における孤独感と原因帰属
実験社会心理学研究, ��：
��	��
諸井克英 ���� 生活事態変化に伴う孤独感 人文
論文集 (静岡大学人文学部社会学科・人文学科研究
報告), ��：������
諸井克英 ����� 改訂 ����孤独感尺度の次元性
の検討 静岡大学文学部 人文論集, ��：���	��

諸富祥彦 ���� 孤独であるためのレッスン ���
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孤独 岩崎学術出版�
中村 薫 ���� 孤独感の原因帰属に関する研究―自
己の場合と他者の場合― 心理学研究, ��：�
��

�
��

中野綾子・永江誠司 ���� 青年期における孤独感及
び孤独感の受容と精神的健康 福岡教育大学紀要,
��(
)：��������

野上康子・天谷裕子・太田伸幸・栗田統史・布施光代・
西村萌子・長谷川美佐子・胡琴菊 青年期の +孤独
観,を測定する尺度の作成 ���� 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, ��：�
��
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落合良行 ���
 現代青年における孤独感の構造 (Ⅰ)
教育心理学研究, ��：��������
落合良行 ���� -�.における青年の孤独感の分析
東京教育大学教育学部紀要, ��：������
落合良行 ���� 孤独感の内包的構造に関する仮説
教育心理学研究, ��(�)：����
�
落合良行 ���� 孤独感の類型判別尺度 (�-/) の
作成 教育心理学研究, ��(
)：��������
落合良行 ���	 生活感情の関連構造からみた青年
期の孤独感に関する特徴―児童期・成人期・老年期
との比較― 静岡大学教育学部研究報告 (人文・社
会科学篇), ��：�	����
�
落合良行 ���	� 青年期における孤独感を中心とし
た生活感情の関連構造 教育心理学研究, ��：���

�	�

落合良行 ���� 大学生における生活感情の分析 筑
波心理学研究, ��：�������
落合良行・菅沼美保子 ���
 青年期における人格形
成上での孤独感の否定的役割 静岡大学教育学部研
究報告 (人文・社会科学篇), ��：�
������
小此木啓吾 ���� 青年期の孤独 青年心理, ��：
������
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(土井竹治訳 青年の心理 ���� 刀江書院 ��)�
杉山 成 �		� 孤独感の類型とシャイネス 小樽商
科大学研究報告人文研究, ���：
�����
山本真理子・松井 豊・山成由紀子 ���� 認知され
た自己の諸側面の構造 教育心理学研究, ��：���
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吉山尚裕 ���� 青年期の孤独感―孤独感と社会的傾
性― 大分県立芸術文化短期大学研究紀要, ��：
������

青年の孤独に対する捉え方 ―孤独感, 自己意識, 精神的健康, 自我同一性との関連―

―��―

�����������������������������������

―������������������������� ���!�������������� "����������� �������������#―

$%&'& ()%*& (���������	
�������	
����������������������)

+,$%'& %-)$&*& (��������������	
��������	��������������������������������)

����	
��

*��!������������!��������#����������!#���������������������������������! ����������������

���.�����#�������������������/�������������������"������������!�������!!������������#�!����0���

������������������)�������������������� ����.���������������"����!��� ����������������������

�������!�����!������1������.��.�������� ���!�������!������� ���������.��.���������

*����������������������.�����������/��������.���!!������������������������������� ���!�������� 

��������������������������#�������.�����#��������������������0�����!/������������1���������"���

����.�������!��������������������� �����.����,23)3���������+���� ���3���������+����4#&����� 

������!������������� ���2�����!��5����"�������+������(���������+���� ������$������"��������5��

%������#+�����%���"����������������������� �����������������������#�!����������!�������!�������

����������"�������������������!�����������������!������.��������! ����������������������������#

�!�������������.��.������������������"��������������������!������!�������� ��� �������!�������

���� ������������.���!�������������#�����.�"����

����	��1��������������������� ���������� ���!�������� ���������� ����������#


