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　内面か ら見 られ た 人 挌 （パ
ー

ソ ナ リ テ ィ ） で あ る 自己の 発達 に焦点を当て，人格発 達 の 著 し い 質的転

換点 とみ な され て きた第二 の 誕 生 の 謎 に 肉薄す る 。 Rousseau以 来，第 二 の 誕 生 は 思 春期 の 到来 の 時期 に

想定 さ れ て きた が，青年期静穏説の 台頭 に よ っ て 最近 は 影 が 薄 い 。2 節 で は，自 己 の 発 達 に つ い て 考察す

べ く，代表 的 な 自 己発達理論 と して ，Neisser の 5 つ の 自己 説 を検討 し，私秘的自己 の み が未解明 に とど

ま っ て い る こ と を見 M した 。 次 に Damon と Hart の 自己 理 解発達 モ デ ル を検討 し，自己の 各側面間の 発達

的 ズ レ （デ カ ラ
ー

ジュ ）とい う知見を得た。3節で は．古典的青年心理学 で 第二 の 誕生として 論 じ られ た

自我体験 と，その 目本 に お ける研究の 進展 を 紹介し．4 節 で ，第二 の 誕生 の 秘められた核 は 自我体験 で あ

り，そ の 奥 に は 私秘的自己 と．概念的自己な ど他 の 自己 との 問の 矛盾 の 気 づ きがある とい う仮説を提示

し た。5 節で は，私秘的自己の 起源 を メ ン タ ル タ イム トラ ヴ ェ ル に よ る 自己 の 二 重 化 に 求め る ア イ デ ア と，

自己理解と他者理解 の 間の デ カ ラ
ー

ジ ュ を克服 しよ うとす る 運 動 そ の もの が 新 た に 矛 盾 を 生 じる とい う，
生 涯発達 の 構想 が 提示 され た 。 6 節 で は ，第二 の 誕 生 の テ ーマ を再 び 見 出 す た め，…人 称的方法 に よる 人

格発達研究 の 復権が 唱え られ た。

【キ
ー・ワ

ー
ド】　 自己 の 発達，第二 の 誕生，私秘的自己，自我体験，一

人称的発達心理学

1 ．序 論

　内面 か ら見 られ た 「人格」 で あ る 「自己 」の 発 達 に 焦

点 を 当 て，人 格 の 段階発 達 ヒの 転換点 と言 わ れ て きた 「第

「 の 誕生 」の 謎 に 肉薄 した い 。 まず，編集部か ら与 え ら

れ た 題 は 「パ
ー

ソ ナ リテ ィ の 段階発達説」で ある が，本

文中で は 「人格 の 段 階発達説 」 の 表記を用 い る こ と を

断 っ て お く。 理 科系大学 で 教 え て い る と，学 生 た ち が 心

理 学 を 自然科学 と対等 の 科学 と は決 して 見 な して くれ な

い こ と，そ の 理 由の
一

つ が．心 理 学 とは 常識 を カ タ カ ナ

英 語 に贋 き換えて 科学 ら し く装 っ て い るだ け で は な い か

とい う，疑 念 に あ る ら し い こ と に気づ く。人格 ・性格 を

パ ー
ソ ナ リ テ ィ に置 き換 え る の も，そ の 典 型 とい うこ と

に な っ て し まい か ね な い 。た しか に ，科 学 の 価 値 申立 性

の 建 前 か らは，価 値 的 な 「人 格 」 を 避 け て 「パ
ー

ソ ナ リ

テ ィ 」 を使 う と言 うと，科 学 ら し く響 く。け れ ど も，そ

れ な ら そ れ で，心 理 学 で は 「人格」の 語 を価値 中立 的 に

用 い る，と 断れ ば す む こ と で は な い か。そ もそ も，あ ら

ゆ る 心理学的概念 と 同様 パ ー
ソ ナ リ テ ィ もまた．価値

を免 れ 得ない 概念 で ある （ア メ リ カ に お け るパ ー
ソ ナ リ

テ ィ 概念 σ）価値論的含意 と そ の 社会的背景 に つ い て は，

Danziger，1997／2005 に詳しい ）。心 理 学 か ら価値をは ぎ

取ろ うとす る の で は な く，暗黙裡 の 価値的前提 に 自覚的

に なる こ とこ そ，必要なこ とで あ ろ う。

　 次 に 副題 に あ る 「第二 の 誕生 」 で あ るが，言うま で も

な くこ れ は，Rousseau（1762／1963） の ，「人 は 二 度 生

ま れ る。一
度 は 存在す る た め に，二 度 日は 生 きる た め

に 」 と い う 『エ ミ
ー

ル 」 の 言葉 に 由来す る 。 人格 に 発

達段階があ る の で あれ ば．こ の 第 二 の 誕生 こ そ が ，人

格成長期 に おい て 最重要 な段 階変化 とい うこ と に な ろ

う。R  usseau に あ っ て 第 二 の 誕 生 と は，青年期 の 到 来

を意味 した 。Freud や Piagetの よ うな古典 的 な 発達 理 論

で も，そ れ ぞ れ 精神 一性 的 発 達 と知 的 発 達 とい う，発 達

の 全 く異 な る側 面 を扱 い な が ら も，等 し く，ほ ぼ 12 歳

前後 とい う青年期 到 来 の 時 期 に，「子 ど もi か らの 脱 却

とい う最 重 要 な 発 達段 階 （Freudの 性器期 と Piagetの 形

式的 操作期 ）を 楫 い て い る の で あ る。Erikson に 代表 さ

れ る 生 涯 発 達 心 理 学 で は，青年期 に は，「了ど も」か ら

脱 却 して 「大 人 」 の 伸 問入 り をす る た め の ア イデ ン テ ィ

テ ィ 確 立 の 闘 い と試 練 の 時期 で あ り 「危 機 の 時 期 」 で あ

る とい う意 味 が 付 け 加え られ る。す で に 現 代 心 理 学 に お

け る パ ーソ ナ リ テ ィ 論 の 元 祖 で あ る Allpert（1937／1982 ，

p，184） 自身が ，青年期 の 前期 で あ る 思春期 に 「上 昇 的

危機」 とい う特徴 づ け を して い る 。

　 と こ ろ が 一方 で は現 代 は，青年期 危 機 説 に対 して 青年

期平穏説 が 唱 え られ る 時代 で もあ る （た と えば，ドTL［．

1998； 滝川，2004）。 青年期 とは，近代産業社会 に 至 っ

て，性的生物学 的成熟 と社会的成熟の 間に 時間的ギ ャ ッ

プ が拡が っ た と い う時代背景 の 中で 形成 さ れ た もの で あ

る 以 上，滝 川 の 言葉 を借 りる な らば 「蝶 に とっ て 『さな
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ぎ』 が 普遍 的 な よ うに は 普遍的で は な く，そ の 時代 と社

会 に よ っ て さ まざまに あ り方を変え る 」（滝川，2004，

p．9）もの で あ る。従 っ て，家父長制 の 名残 や 性へ の 抑

圧 的規範 貧困とい っ た，若者 の 人生行路を阻む困難 が

緩和 さ れ，そ れ ど こ ろ か 消費社会，情報化社会の 主役へ

と祭 り．上げ られ る につ れ，危機 疾風怒濤 の 時代，とし

て の 古典的 な青年期像が 描 き に くく な る の は，当然 か も

し れ ない 。

　 で は，人格発達 上 に 最重要な段階 を 画す 「第 二 の 誕

生」 とは，もは や 神話 で しか ない の だろ うか 。 筆者 は こ

こ で．第二 の 誕 生 に相当す る概念をキ
ーと して 用 い た 例

と し て，W．　Jamesが 「宗教的経験 の 諸相』 で ，古今 の

宗教的経験 の あ り方か ら，人を
一

度生 まれ 型 と二 度生 ま

れ 型 に 分 け て い る こ とを思 い 出す。一
度生まれ型 が 率直

に 信仰 へ 向 か うの に対 し，二 度 生 ま れ 型 は，死 と再 生

の 経験 に も比 す べ き 囲 心 を 経 な け れ ば な ら な い 。James
（1902！1969）は，「二 度生 まれ の 人 の 性格 の 心 理 学的 な

基盤 は，その 人 の 生 まれ つ きの 気質 の なか に ある種 の 不

協和あ る い は異質混交があ る こ と」 と述べ て ，フ ラ ン ス

の 作家，ア ル フ ォ ン ス ・ドーデ の 例を引 い て い る 。

　 「最初 に私が二 重人 で あ る こ とを悟 っ たの は，私の 兄

弟 ア ン リが 死 ん だ と き に，私 の 父 が 実 に劇 的 に 『あ れ は

死 ん だ，あ れ は死 ん だ 1』 と叫 ん だ と き の こ とで あ っ た。

私 の 第
一

の 自己 は 泣い た が，私の 第二 の 自己 は 「あの 叫

び は な ん て真 に迫 っ て い る ん だ ろ う。舞台 の ヒだ っ た ら

どん な に素晴 ら しい こ とだ ろ う』 と考 え た 。 そ の と き私

は 14 歳で あ っ た」 〔James，　1902／1969，　p．253）。

　Jamesの 二 度生 まれ につ い て の 考察 の 示唆す る と こ ろ

は 二 つ あ る 。

一
つ 目は，第二 の 誕 生 とい っ た 経験 は，割

合 の 変動 は あ っ て もい つ の 時代 で も少数だ っ た か もしれ

ず，従 っ て 人 格発達 に は，多様性，また は複線 型 さ え も

考慮す る必 要 が あ る とい う示唆 で あ る。青年期危機説 と

平 穏期説 の 対 立 も，も と も と人 格発達 は多様 な もの で あ

る こ との ，表 れ で は な い だ ろ うか。

　 二 つ 目は，ドーデ の 事例 で テ
ー

マ と な っ て い るの は 自

己 の あ り方 で あ り，人 格 の 段階発達ヘ ア プ ロ ーチ す る に

は 人 格 を 「自己 」 と して 捉 え る の が よい の で は な い か と

い う示 唆 で あ る。一
体，人格 と 自己 と の 関係 を ど うと ら

え る べ きだ ろ うか。こ れ に は，Allport（1937〆1982）自身

が，Jamesに お け る 「自己 （self）」と 「人格 （personality）」
の 使 い 分 け を考察 して い る 部分で ，答を与えて い る 。 「自

己 と は本 質的 に 『内部か ら見 られ た』 パ ー
ソ ナ リテ ィで

あ る』 （p．37）。 こ れ を裏返 して 言 え ば，「人 格 と は 本質

的 に 『外部 か ら見 られ た 』 自己 で あ る 」 とい うこ とに な

る だ ろ う。

　 こ こで，「内部」「外部」とは ど うい う意味だろ うか。「内

面性 の 神話」 とい っ た ポ ス トモ ダニ ズ ム 風 の 批判 に 足を

す くわれない た め に も，定義して お い た 方が よ い 。 こ こ

で は 「内 部 か ら 見 る 」 を，「観察者 と観察対象 が 同
一

で

あ る よ うな視 点 を 取 る 」と，「外部か ら見 る 」を 「観察

者 と観察対象 が 異 な る ような視点 を取 る」 とt 定義 して

おくc 前者 を 「
一人 称的視点に基 づ く」後者を 「三 人称

的視点 に 基づ く」 と，言っ て もよい （Watanabe，2010 参

照）。 つ まり，「自己」 は自分自身にた い す る 観察が 元 に

な っ て い る
一

人称的概念 で あ り，「人格」 は 他者 に 対す

る観察 が 元 に な っ て い る三 人 称的概念 な の で あ る。こ の

こ と は，「あ の 人 は人 格 が で き て い な い 」 とは 言 っ て も，

「私 は 入格 が で きて い な い 」 と は言 わ ず，む しろ 「私 は

自分 とい うもの が で きて い な い 」 と言 うこ とか ら も分か

る 。 「視点」の 違 い に基づ く区別 の 導入 は，「自己」と 「人

格」をめ ぐる概念的な混吼 を整理す る の に 役 立 つ だ ろ う。

Allport（1937／1982）は，有名 な「人格 とは，個人の 内部 で ，

環 境 へ の 彼特有 な適応を決定す る よ うな，精神物理 学的

体 系 の 力 動 的機 構 で あ る 」 とい う定 義の よ り簡 明 な 定義

と して ，「真 に そ の 入 で ある もの 」 （p．40）を あげて い る。

こ の 三 人称的な 「そ の 人」 を一
人称 に 置き換えれ ば 「真

に私 自身で あ る もの 」 とい うこ とに な ろ う。 こ れは まさ

に 「自己」 の こ と に他ならない 。

　か くし て，本稿 の 目標 が ようや く定 まっ た e 「自己」

の 発 達 途 上 に 第 二 の 誕 生 とい うに ふ さわ しい 不 連 続 点 を

見 出 す こ と。そ の た め に ま ず 次 節 で は，代表 的 な 自 己

発達論 と して，Neisser の 自己知識論 と，　 Damon と Hart

に よ る 自己理解 の 発達論を取 り上げ て 検討 しよ う。 3節

で は，Neisserの 5 つ の 自己の うち未解明 に とどま っ て

い る 私穆的 自己へ の 手掛か りで もあ り第二 の 誕 生へ の 乎

掛 か りともな る，自我体験 に つ い て の 研 究 を 紹介 し，4

節 で は，第二 の 誕 生 の 秘 め られ た核 は 自我体験 で あ り，

そ の 奥 に は私 秘 的 自己 をめ ぐる矛盾 の 意識が ある とい う

仮説 を提示す る 。 5 節 で は，私秘的自己 の 起源および，

自己理解 と他者理解 の 関係 に触 れた後，第二 の 誕生 の

テ
ー

マ を再 び見 出すため の 方法論 に も触 れ た い 。

2 ． 自己の発達理 論

2−1，Neisserの 自己知 識論

　認知心 理 学 の 指導者 で あ っ た Neisser （1988）が，「5

つ の 自己論」を発表して 20 年以上たつ が，その 意義 は

い まだ 汲み つ くされて い ない ように 思われ る 。 認知的 ア

プ ロ ーチ に よ る 自己論 と して最 も洗練 さ れ た形 を示 し，
か つ ，JJ．　Gibsonの 生 態的自己の ア イデ ア をも巧 み に組

み 込み，そ の 後 の発 達 的研究 に対 して 指針を提供 して い

る だけで は な い 。以 下 に 見 て ゆ くよ うに，「私秘的 自己 」

と い う，未 だ に解 か れ て い な い 謎 を も残 した の だ っ た 。

　Neisser （1988） に よ れ ば，自己 とい う謎 を明 らか に す

る 接 近 法の
…

つ は ，自己 に つ い て の 知 識 が 究 極 的 に依 拠

し て い る 情 報 を分 析 す る こ とで あ る。そ の 結 果，自己 を

特 定す る 5 種 類 の 情 報が 発 見 さ れ ，そ れ に 応 じて 5種 類
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の 自己 が 見 出 さ れ た と い う。

　生 態的 自己 （ecological 　se 王f） は，物 理 的環境 に 関係 し

て 知覚される 自己で ある （す な わ ち，「私
”

は，こ こ に，

こ の 場所 に 存在 して こ の 特定の 活動 に携 わ っ て い る 人間

で あ る 」）。対 入 的 自己 （interpersonal　self ） 1ま．生態的

自己 と 同 じ くら い 早 く出 現 し，情動的関係 と コ ミ ュ ニ

ケー
シ ョ ン の 中の ，ヒ ト とい う種 に 固 有 な信 号 に よ っ て

特定 され る （「
“
私

”
は，こ こ で，特定 の 人 間的 関わ り合

い の 中 に あ る 人間で あ る 」〉。時 間 的 拡 張 自己 （extended

self ） は，主 と し て 我 々 の 個 人 的記憶 と予期 に基 づ い て

い る （「私 は あ る 特 定 の 経 験 を 持 ち，あ る 特定 の 周知

の 日 常活動に 携 わ っ て い る 人 間 で あ る 」）。私秘的自己

（private　self ）は，子 ど もが 最初 に 自分 の 絳験 の 中 に は

他者 と共有 で きない もの が ある と気づ い た と きに 現 れ る

（「私 は，原理 的 に，こ の 独自か つ 特有 の 痛み を経験 す る

唯
一

の 人 間 で あ る 」）（Neisser，　1988，　p．36）。

　以 上，4種類 の 自己 に，通 常，自 己概 念 （seif −coricept ）

と呼ば れ て い る概 念 的自己 （c   nceptual 　self ） を 加えて ，

5種類 の 自己 の カ タ ロ グ が で きあ が る 。

　 こ の 5 つ の 自己説 は，明に 暗 に，そ の 後の 自己発達研

究 に も影響 を与 え て い る が ，奇妙な こ と に 私秘的自己の

説 だ け は 無視 され る 傾向が あ る 。 た と えば．Tho 皿 pson

（2006）に よ れ ば，自己 は，Jamesの 主我の 土 台をなす と

こ ろ の 実存的 な 自己気づ き （existential 　self −awareness ）

か ら始 ま っ て，2 年 目後半に は 問 主 観的自d ，2 年 」1−3

年 目初期 に は概念的自己 とい う順 に 発達的に 出現 し，自

伝的記憶 の 発展 に と もない 4 歳まで に時聞的自己が 形成

さ れ る とい う （pp．77−81）。 そ れ ぞ れ，　 Neisserの 生態学

的白己，対 人 的自己，概念的 自己，時問的 拡 張 自己 に相

当す る だ ろう。しか しな が ら．私秘的自己 に 関 して は示

唆 に と ど ま り （p、84），具体的 な 言及 が な い 、ま た，乳

幼児研究 で 知 られ る Rochat（2003）が 豊富な実証研究 を

背景 と して 略述 して い る人生 早期 に発達す る 白己 気づ き

の 5 水準 に よ る と，  出生 後 の 自己 と世界 の 分離，は 別

と して t   2 カ 月以後 の，自己 の 身体 の 環境中の 位置f‘

け を認 識 す る 「位置づ け られ た 自己 （situated 　self ）」 の

出 現，  2 年 目後 半の 「客我」 〔Me ） の 誕 生，  3 年 目

に始 まる，「時間を越 えて延長す る 客我」の 誕生，と進 み，

第 5水準と して 「メ タ 認知的自己気 づ き」 が あ が っ て い

る 。 しか しこ の 第 5水準 の 気 づ きは，「他者 が 自分 につ

い て 何 を知覚 し判断す るか の 想像 1 とい っ た，自己 意識

の 対 人 的側 面，自意 識 尺 度 （菅 原，1984） で い うと こ ろ

の ，「私 的 自意識 」 な らぬ 「公的自意識」の 方 に 焦点 を

当 て て 定義 さ れ て い て ，Neisserの 私秘的自己 に 対 応 す

る もの で は な い （た だ し，成 人 の 臼己気 づ き とい え ど も，

こ れ ら 初期 に 展 開 し た 気づ きの 5 水準 の ダ イ ナ ミ ッ ク な

変動 か ら成 る と し て い る の は，参 考 に な る ）。

　 そ こ で ，Neisser （1988） の 論 文 を も う ・一産 読 み 返

し て み る 。 す る と，や は り奇妙 な こ と に 気 づ く。他

の 4 つ の 自己は，生態的 自己 が G三bson，対
』
人 的 自己が

Trevarthen，時間的拡張 自 己 が TulVingとい う よ うに ，

それぞれ その 分野 の 代表 的 な業績 を 中心 と し て 同時代の

文献 を豊富 に 挙げて 実 証 的 に 論 じ られ て い る の に 対 し，

私 秘 的 自己 に は そ れ に対 応 す る よ うな実証的な文献の 裏

付 け が 見 当 た らな V   わず か に，4歳 の 子 ど もで も「秘密」

と い う概念を理解す る．とい っ た研究例が 2 つ ほ ど挙げ

られ て い る だ けで あり，そ の 代わ り挙げられて い る の が．

Jungで あ っ た り，は て は 18世紀の 人文学 者 Gia皿 batista
Vico の 文章 で あ っ た りで ，他 の 4 つ の 自己 の 場 合 と は

大 きな対照 をな して い る。Neisserは ま た，西 洋の 哲学

に お い て は 私秘的自己 の み が 探究 に 値 す る と見 な され て

い た こ と。ま た，私 秘 的 自己 を重視 する か 否か は 人 に よ っ

て大き な 違 い が あ り，Jungの い う と こ ろ の 外向性者 よ

りも内向性者 に と っ て 憙味がある こ と，とい っ た興味深

い 見解を述べ て い る 。

　 と もあれ．Netsserの 自己論か ら私秘的自己 に つ い て

汲み 取 られ る と こ ろ の もの は，次の 3 点 で ある。

　   私秘的自己 が 依拠す る情報は，経験 に つ い て の 経 験

とい っ た．自己再帰 的 な情報 で あ る こ と。  そ の 出現 は

4−5 歳 以降と，他の 4 つ の 自己 に 比べ て 最も遅 れ る こ とu

  そ の 実証的研究 が，心 理 学で は殆ど始 ま っ て さ え い

な い こ と。Neisser自身の 後期 の 論文 （1997）で も．他

の 4 つ の 自己に比 べ て 私秘的自己につ い て は 示唆 に と ど

まっ て い る 。   私秘的 R己を重視す る か 否か に個 人差が

大 きい 以 上，他 の 4 つ の 自己 と異 な り，私秘的 臼己 の あ

り方 じた い に 大きな個人差が 予 想 され る こ と。こ の 最後

の 点は，す で に 第二 の 誕 牛 に 関 連 して 述べ た ，人絡発達

の 多様性に も閧係する こ と で あ る。自我の 発達もまた，

け っ して普遍 的 とは い えず，多様な もの か も知 れ な い の

で あ る。

　 こ こ で ，私秘的自己 の 形 成 と第二 の 誕 生 に．何らか の

関係 が ある か ど うか を問 うて み よ う。直 ち に起 こ る 疑問

は，第二 の 誕 生 が 思 春期 とさ れ て い る の に対 し，私 秘 的

自己の 出現 が 4−5 歳 以 後 で は，年齢 的 に 差 が あ りす ぎ

る と い う こ と だ ろ う。こ れ に 関 し て は 前 述 した Rochat

（2003） の ，成人 の 自己 とい え ど も発 達 早期 に 出現 す る

自己 意 識の 5 水準の ダ イ ナ ミ ッ ク な 変動 と し て 理解 で き

る とい う示 唆 が，参考 に な るだ ろ う。 自己 と入格 の 成人

に 至 る ま で の 発 達を，5 つ の 自己の 組合せ の ダ イ ナ ミ ズ

ム と し て 理解す る こ と。そ の た め の 乎 掛 か りと し て ，次

節 で は，Damon と Hart に よ る 自己 理 解 の 発達 論を検討

し よ う。

2−2．Damon と Heart に よ る 自己理解 の 発遠 モ デル

　 自己 に つ い て の 心理学 は，周知 の よ うに ，W ．　Jaines

を 出発 点 と して い る ．し か し なが ら James （1892／1939）

が ，自己 を 主 体 と し て の 自己 （self −as −subject ）ま た は 主
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我 （1） と，客体 と して の 自 己 （self−as−object） ま た は 客

我 （Me ） に 分 け，前者 を 「哲学者 の い う純粋 自我 」で

あ る と し，経験的研究 の 対象 を客我 に 限定した こ と は，

自己発達研究 を，客我 中心 へ ，そ れ も自己 概念 （seH −

concept ）中心へ と，偏 らせ る 遠因 とな っ た で あ ろ う。こ

れ に 対 して Damon ＆ Hart（1988）に よ る 自己理解 の 発

達 モ デ ル は，客 我 と主我 の ダ イ ナ ミ ッ ク な相 互 作用 に基

づ い て 自己発 達 を，さ ら に は人 格発達を研究す る た め の

突破 口 を 開 く もの で あ っ た と言 え よ う。Damon と Hart

が 出発 点と した の も ま た，Jamesで あ っ た。彼 らの 要約

に よれ ば，Jamesは，まず自己 を客我 （自分 自身 の もの

と呼 べ て．客観的 に見 る こ との で きる，物質的 ・社 会

的
・
精神的 な も の の 総計で あ っ て，認 識 され る もの と し

て の 自己 （self−as −known ））と，主 我 （自分 の 核と な る

特徴 に つ い て の 主 観的認識 s 認識者 と して の 自己 （self−

as −knower ）） に 分け た上 ，後者 を さ ら に ，次の 4 つ の 構

成成分 か ら考 えて い る とい う。 （1）自律性 （agen 〔y）： 自

分 の 人生 で 起 こ る事 に 対す る 自分 の 自律性 へ の 認識 。

（2）個有性 （individuality） また は 個別性 （Distinctness）：

自分 の 人生体験 の 独 自性 に つ い て の 認識 。 （3）連続性

（continUity）： 自分 の 個人的連続性 の 認識。（4）自己 省察

性 （se雌renec   n ）：自分 自身 につ い て の 認識 の 認識 （す

な わ ち 個 人 的 同
一

性 の 最 終 的 意 味 づ け を形 作 る 自己 意

識 ）。ま た，客我 の 方 も Jarnesを 踏 襲 して ，身体的自己，

行動的自己，社会的 自己，心理的 自己 の 4 側面 に 分 け，

さ ら に，発達水準 と して は，（1）児童期早期 ： 分類 に 基

づ く同
一

視 　（2）児童期中期 と後期 ：比較 に基づ く評価，

（3）青年期前期 ；対人的意味合 い ，（4）青年期後期 ：体系

的な信念 と計画，とい う4 水準を立 て て，精巧 な発達 モ

デ ル を作 りあ げ て い る。

　彼 らの 方法 は，各側面 ご と に代表 的 な 質 問 をい くつ か

選 ん で 色 々 な年齢の 子 ど も に面 接 し，得 られ た 答 を あ ら

か じめ 作成 さ れ た マ ニ ュ ア ル に基づ い て 4 水準の い ずれ

か に配 して ゆ くとい うもの で あ る。た と え ば，「（2）個別

性」用 の 質問 の
一

つ は 「な ぜ あ な た は他の 誰で も な い あ

な た な の で すか ？」で あ る が，答は，第 1 水準 「こ の 名

前 を持 つ の は私 ひ と りだ か ら」（分類 に 基 づ く同
一

視），

第 2 水準 「他の 誰 も知らな い こ と を 私は 知 っ て い る 。み

ん な，私 よ り頭 が よ い か 悪 い か の どち らか だ 」 （個 別 的

特 徴 に つ い て の 自 己 と他者 の 問 の 比 較），第 3 水準 「私

はユ ニ ーク で あ る こ とが 好 きで す。人 と違 っ た服 も着 る

し，自分 自身 で あ る こ と を恐 れ ませ ん …
」 （心 理 的身体

的特徴 の ，他者 とは異 なる独 自の 組合せ ），第 4 水準 「他

の 誰 も，物事を私が見 た り感じた りす る の と 同 じ よ うに

見た り感 じた りし な い か ら」（物事 に つ い て の 独 自な主

観的経験 と解釈），と い っ た 具合 で あ る （Damon ＆ Hart，
1988，pp．72−76）o

　Damon と Hart の モ デ ル は，　 Neisserの 自己 論 と は 甚

だ 異質で あ る が，各側面 の 各水準 の 記述内容を手掛 か り

に両者を関連付 け られ ない こ と もな い 。上 記 の 「個 別性 」

の 第 4 水準な ど．「私秘的自己 」 との 閧連 を見 て 取 る こ

とが で きる （こ こ で 私秘的 自己 の 自己再帰性からして ，

「自己 省察性」に よ り多 くの 関連が 見出され る の で はな

い か と 期待 さ れ る の で あ る が，主我の 4側面 の 中で 自

己省察性 の み は，「自己省察性に つ い て の 子 ど もの 理解

を研究す る とい う方法論的困難」（Damon ＆ Hart，1988，

p，138）ゆ え，発達 モ デ ル か ら省略 さ れ て し ま っ て い る）。

こ こ で も，第 4 水準が こ の モ デ ル で は青年期後期 に 配 さ

れ る の に 対 し，私秘的自己 は 4，5歳 と い うよ うに，関

連付け る に は年齢的隔 た りがあ りす ぎる とい う疑問が生

じる 。 けれ ども，こ れ は，方法論 の違 い に よ る の で は な

い だろ うか。た とえば，「自己 省察性」（第 4 水準）と「自

己再帰的情報」（私秘的自己 ）の 双方に 関係が 深 い と思

わ れ る メ タ 認知的課題 に，内観 の 発 達が あ る 。 Flavel1
，

Green
，
＆ Flavell（2000）の 巧 み な実験 に よ る と，「もの

を考 えない よ うに 」 と教示 して お い て も考えて し まう と

い う，禅 で い う 「雑念」 へ の 気 づ きは，5−8歳 の 問 に飛

躍的 に増大す る 。 こ の ような実験パ ラ ダ イ ム で は，生ま

れ た て の ほや ほ や の エ ピ ソ
ード記憶 が直接つ か ま え られ

て い る とい っ て よ い 。こ れ に対 して ，Damon と Hartの

調沓 法 で は t 捕 捉 さ れ る の は す で に 自己 定 義へ と取 り込

まれ た 意 味記憶 で あ る 。 内観が エ ピ ソ
ード記憶 に な っ て

か ら，内観能力 を 自己定義の
一

部 とす る まで に長 い 年月

を要 して も，不思議 で は ない だろ うe

　Damon と Hartの モ デ ル で 興味深 い の は，各側 面 が 歩

調 を揃 えて次 の 水準 に 進む の で は な く，各側 面 の 水準に

は ズ レ （Piagetの い うデ カ ラ
ージ ュ （decalage））が あ る

とい う と こ ろ で あ る。た と え ば，同 じ主 我の 中で も，連

続 性 と個 別 性 の 問 に は年齢 に よ る水準 の 相関が あ る が 、

自律性 とこ れ ら 2 つ の 間に は相関が 認め られ ない 。 こ の

よ うに，デ カ ラ
ージ ュ は常態 とい っ て もよ い の で ある が，

極端 に なれ ば，青年期 の 病理をもたす こ とが あ る。た と

え ば 思蓉期拒食症で は，他の 側面 に 比べ て，自律性だ け

が極端 に 幼 い 水準 に ある。また，青年期 の 行 為障害 （い

わ ゆ る 非行）で は，連続 性 が 極 端 に低 い 水準 で あ る，等

な ど。こ の デ カ ラージ ュ の ア イ デ ア が 興味深 い の は，す

で に述 べ た 複線型発達観 との 関連 に おい て で あ る 。 1側

面 だ けが 極 端 に低 い 例 が ある の で あれ ば，逆 に 1側面だ

けが 全体 と は不釣 り合 い に 突出 す る例 もあ る の で は ない

か 。 そ し て ，A と い う側 面 だ け が 突 出 す る 例 と B と い

う側面が 突出する 例 とで は t そ の 後 の ，各側 面 の 相 互 の

ダ イ ナ ミ ズ ム に よ る人 格形成 の 道筋 か ら して，違 っ て く

る こ と もありうるの で は ない だ ろ うか。

2−3．方法 の 問題

　 自己発達 の 中に 第二 の 誕 生 とい うに ふ さわ しい 節 目 を

見出す とい う本 稿 の 探 求 に とっ て ，こ れ ら代表的 な 自己
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発達論 は．ど の よ うな 示 唆 を 与 え る だ ろ うか。こ の こ

とを検討 す る前に，い っ た い ，Rousseau の 第 二 の 誕生

や Jamesの 二 度 生 ま れ とい っ た 概念が，ど の よ うな方

法論 の 元 に生 まれ た か 振 り返 っ て お い た 方が よい 。 質問

して 自己 定義 を引き出す と い う組織的調査法 に よ っ て で

もな い し，まして や認知心理学的な実験 に よっ て で もな

い 。 第二 の 誕 生 を過去 に経験 した 本 入 が，そ の エ ピ ソ
ー

ドを，意味ある 自伝的記憶 として 図想 し，自発 的 に語 る

か 自 ら書 き記 すか した，自発 的 回想 事例 テ ク ス トに基 づ

い て い る の で あ る。日記や 文 芸 作品，手紙 な ど回想 テ ク

ス トを資料 に 用い る とい うの は，後述 の Btih］er らの 古

典的青年心 理 学 で 好 ん で 用 い られ た 方法で あ っ た 。 第二

の 誕生 に せ よ青年期危機 に せ よ，方法論的背景 の 違 い を

無視 L て ，現代 の 洗 練 さ れ た 調 査法 や 実 験法 の 研 究 成 果

の 中に そ の 対 応 物 を 探 し求 め て も．年齢 的 に 早す ぎた り

（Neisserの 私 秘 的 自 己 ）．遅 す ぎ た り （Demon と Hart

の 自己発達 の 第4 段 階），あ る い は 青年期危機説 が 静穏

説 に 概 きか え ら れ た りす る の も，無 理 か らぬ こ とで は な

い だ ろ うか。次節 で は，そ の Btihlerが ，　 eg．：．の 誕生 に

関連 づ けて 提起 した 自我体験 と い うテ
ー

マ と，そ の 近年

の 日本 に お け る 発展を紹介す る 。 そ して その 後 に，こ れ

まで 紹介 した 自己 発達論 との 関係 を検討 し た い 。

3 ． 自我体験の研究

3−t．BUhler と Spiegelberg

　 まず，Btihlerの 著作 の 巾か ら，「自我体験」が 「第 二

の 誕生 」 に 結 び 付けられ て い る 事例を引用 して お くn

　【事例　ル デ ィ
・デ リウ ス 】「私 は 自我意識 が ど の よ う

に 始 ま っ た か を語 りた い 。 夏の 盛 りで あ っ た 。 私 は お よ

そ 12 才に な っ て い た。私 は 非常 に早 くめ ざめ た 。
……

私 は起 き一ヒが り，ふ り向い て 膝をつ い た まま外 の 樹 々 の

葉 を 見 た。こ の 瞬 間 に 私 は 自我体験 （lch−Erlebnis） を

し島 す べ て が 私か ら離 れ 去 り．私 は突然孤 立 した よ う

に感 じた 。 妙な浮ん で い る よ うな感 じで あ っ た。そ して

同 時 に 臼分自身 に対す る 不思議な問 い が 生 じた。お 前 は

ル デ ィ
・デ リ ウ ス か，お前 は 友達が そ う呼 ん で い る の と

同 じ人間か．学校 で 特定の 名 で 呼 ば れ特定 の 評価 を 受 け

て い る その 同 じ 人 間 な の か。一 お 前 は そ れ と 同一人 物

か 。 私 の 中の 第二 の 私が，こ の 別 の 私 （こ こ で は ま っ た

く客観的に 名前 と して は た らい て い る）と対蒔 した 。そ

れ は，今 まで 無 意 識 的 に そ れ と
一

体 をな して 生 きて きた

私の 周 囲 の 世 界 か ら の ，ほ とん ど 肉体的な分離 の ご と き

もの で あ っ た 。 私 は 突然自分 を個体 と して ，取 り出 さ れ

た もの と して 感 じた 。 私 は そ の と き，何 か 永 遠 に 意 味

深 い こ とが私 の 内部 に起 こ っ た の を ぼ ん や り予感 した 」

（BUhler，192611969，　p．92。原文 を 参照 し て 訳文を変更 し

た と こ ろ が あ る。）

　 BUhler は こ の よ うに 引 用 を し た 後，さ ら に ．デ リ ウ

ス か らの 次 の 引 用を付 け 加 える一
「自我体験 は第 二 の

誕生の ご ときもの で あ る。精神的な 臍の 緒 が切 れ る 。 わ

れ わ れ は もう環境 とい う母胎 の 血 に ぼ ん や りと養 わ れ る

の で は な い 。血 液 の 循環 は今 や 自分自身 の 中だ けで 行 わ

れ な け れ ば な ら な い 。自立 して 鼓動す る 心 臓が 生 まれ る 」

（P．93）n

　 こ の 例 で ，Jamesが 引 用 して い る ドー
デ の 例 と 1可様，

二 つ の 自 己 の 分 裂 が テ
ー

マ に な っ て い る こ と に 留意 し

て お こ う。 ち なみ に 引用 さ れ て い る Rudolf　von 　Delius

（1878 −1946）は，文学者 で 教育哲学者 。 こ の 引用 か ら も，

ワ イマ
ー

ル 時代 の 占典的青年心 理 学 に お い て は，第二 の

誕生が リア リ テ ィ をもっ て 語 られ て い た こ とが 伺 い 知 ら

れ る。

　 に も か か わ らず，そ の 後 ，自我体 験 が 欧 米 諸 国 で 組

織 的 に研 究 さ れ た 形 跡 は 見 当 た ら な い 。た だ し，現 象

学的哲学者 Spiegelberg（1964） の 「〈私 は 私 だ 〉体験」

（
‘’
1−am −me

”
experience ） の 調査研 究 は 注 目 し て よ い 。

彼 は まず，近代 の 文芸 作品の 中か ら こ の 体験 の 代表例 3

例 を引用 して 考察 し た の ち，体験 の 見本例を提示 して 同

様 の 経験 が あれ ば 自由記述 させ る とい う方法 に よ っ て，

高校生 と大学生を対象 に ，素朴なが ら質間紙調査を実施

して い る の で あ る 。 以 ドに ，こ の 調査 で 得 られ た 事例 と，

Spiegelberg自身の 要 約的 な 考察 を 引用 す る。

　 【事例　ハ イ ス クール 生 徒／女子】私 は私 だ とい うこ

と に気 が つ い た の は，5 歳 くらい の あ る 日，何 も しな い

で た だ座 っ て い る 時の こ と だ っ た 。 私 は，なぜ 自分は 誰

か 他 の 入で は なか っ た の か と，自問自答 を始 め た c こ の

疑問は そ の 後 1 週間ほ ど続 い た 。 そ の 後 も時 々 浮か ん だ

が、最近 は あ ま り浮か ば な くな っ た （Spiegelberg，1964，

P．18）c

　 「多 くの 子 ど もた ち と思 春期 の 少年少 女 が ，
“
私 は 私

だ
”

とい う．同語反復的 に 響 く言 閣で 表現 さ れ る 突然

の 体験 に 襲 わ れ る 。 そ して，彼 ら の 多 くが，
“
なぜ 私 は

私 な の か （ViThy　arn 　1　me ？）
”

とい う疑問 に悩 ま さ れ る 」

（Spiegelberg，1986，　p．57）。

　 こ れ らの 引 用 か ら も窺え る よ うに，「私 は 私 だ 体験」

に は，Btihlerの 「自我 体験」と は 異 な る 点が ある 。 第
一

に．

後 者 は 思 春 期 に生 じ る と想定 さ れ て い る の に 対 し，前者

は 事 例 に あ る よ うに 5 歳 頃 （Neisserの 私 秘 的 自己 の 出

現時期 口 か ら思春期 頃 ま で と，年齢 幅 が 広 く児 童 期 初

期 まで 遡 られ て い る。第 二 に．後 者 は 自我 の 分 裂が テー

マ で あ るが，前 者で は 自己 同
一

性 の 突然 の 自覚 か ら 自己

の 根 拠 へ の 問 い へ 進むとい う，や や 異なる モ チー
フ の よ

うに見える v た だ し，体験者本人が，その エ ピ ソ
ードを

意味ある 自伝 的記憶 と して 回想 し，自発的 に 書 き記す，

もしくは質問紙上 に 自山記述す る と い う方法論に は，共

通点が ある 。 こ の 回想 法 を洗 練 して 組織的な 調査を発展

させ，年齢や テ
ーマ の 違 い とい う問題 に も示唆を与えた
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の が，近 年の 日本 にお け る 自我体験研究で あっ た。

3−2，日本 に お け る 自我体験研究

　BUhler の 自我体験 が 臨床心 理 学 の 西村 （1978）に よ っ

て 取 り上 げ られて 以 来，自我体験研 究 は 日本 にお い て 発

展す る こ と に な っ た。方法論 の 進 展 を と っ て も，回想

事例 の 偶発的収集に限 ら れ て い た 時代に 比 べ る と，高

石 （1989） に よ っ て ．多数 の 質問項 目を 用意して 体験の

有無 を答え させ る と同時 に ，最初の 体験をで きる だけ詳

し く自由 記述 させ る とい う方法が 開発 され，渡辺 ・金 沢

（2005）に よ っ て 「回 想誘発的質問紙法」 と名付け られ

て 質的 研究法と して 位置づ け られ たこ と は 大 きい 。 また，

天 谷 （2GG2）は，申 学生 に 対 して 半構造化面接を適用 し

た研究 を発展 させ て い る。回 想 さ れ た 体験 が 自我体験 と

い うに ふ さ わ しい か とい う判別 の 問題 も，5 項 目か らな

る 「判定基準．」が 作成さ れ た こ と に よ っ て （渡辺 ・小松，

1999），解決 に 向か っ て い る。

　 自我体験の 分類　自我体験 は幾つ か に分類 され る こ と

も分 か っ た 。 た と えば，渡辺
・
小松 （ユ999） に よ る と，

自己の 根拠へ の 問 い （「なぜ 私 は私なの か 」「なぜ 他 の 誰

か で は な い の か 」「私 は 本当 に 私なの か 」），主 我 と客我

の 分 離 （「第 二 の 自己が第
一

の 自己 と対立 して い る」），

自己 の 独
一

性 の 自覚 （「私は ほ ん とうに 私な の だ ！1），
独 我 論 的 懐疑 （「世 界 に は私 の 自己 以 外 に 自己 は 存在 し

な い 」）とい う4 つ の 分 類 が 可 能 だ と い う。こ れ で み る

と，B覿 er （192611969）の 事例 は 「自己 の 根拠へ の 問い 」

か ら 「主 我 と 客我 の 分離」 へ 展開 し た 例，Spiegelberg

（1964） の 例 は 「自己 の 独
一

性 の 臼覚」 か ら 「自己 の 根

拠へ の 問い 」 に 展開 した 例 と，それ ぞ れ み なす こ とが で

きる 。 なお，渡辺 （2009） は，木村 （1973） の 現象学的

精神医学 に 学び，独我論的懐疑 （独我論的体験 と名付 け

て 独 立 させ て い る が ）を，「類的存在 と し て の 自己の 自

明性 の 破 れ 」，他 の 3 つ を 「個別的同
…

的自己 の 自明性

の 破 れ 」 と し て 現 象学的 に 定義 し，両者 を さ ら に 「「自

己 の 自明性 の 破 れ 」 とい うコ イ ン の 両 面」 と して統
一

的

に 定義 して い る。

　 自我体験 の 想起率　こ れ まで な さ れ た 10 の 調査 を ま

とめ た表に よ る と （渡辺 ，2009），20〜35％ とい う想起

率が，大学生 と高校生対象 の 調査 か ら得 られ て い る 。 た

だ し，半構造化面接法 に よ る 中学 生 へ の 調査 で は （天 谷，

2002），ほ ぼ 60％ と い う高 い 率が 得 られ て い る の は注 目

に値す る。

　 自我体験 は 思春期 か 児童期 か 　 自我 体験が 初発 した と

想起 され る 年齢 に つ い て，西村 （1978＞ は 古典的青年

心理学 に 忠実 に思春期 と して い るが，その 後 の 組織的調

査 の デ ータ を ま と め る と，自我体験の 初発時期 は．児童

期中期一前青年期 とい う小学校 の 時期 に 初発年齢 の ピー

ク が ある が，小学校 以 前 とい う報告 もあ る一方，中学高

校 とい う青年期前期 か ら中期 に か け て の 撮告も少 な くな

い ，とい う具合で あ る．こ の ようなバ ラ ツ キ に 関 して，「自

我 体 験 に 関 して は 思春期 とい っ た特定の 発達時期に結び

つ け る よ り も，最 低 限何歳 ご ろ か ら可能 に なる の か と い

う問題 を立 て る べ きか も知れ な い 」（渡辺，2009）と い

う指摘 もある 。

　自我体験 の 理論　自我体験とは そ もそ もい っ た い 何だ

ろ うか 。 渡辺 （2009） の 所説 を まと め れ ば，「自己 が 他

の 多数 の 自己の 間の
一

つ の 自己 と して存在して い る客観

的 世 界 が 成立 した の ち，内省的自己意識の 発達 に と もな

い 主 観 的 世 界 が 再発見 さ れ，客観的世界 （に属す る 自己）

と主 観的世界 （に属す る 自己）との 問 に矛盾が 生 じる こ

とに よ っ て 自己の 自明性に裂け目が 入 る こ と」とい うこ

とに な ろ う。

4 、 自己発達論 に 自我体験 を位置 づ ける

　こ の よ うに，日本 に お い て 組織的 に研究 が展開 しつ つ

あ る 自我 体験 で あ る が，2 節で 検討 し た 自己 発達論 の 中

に 位置づ け可 能だ ろ うか。まず次の 2 つ の 例 を読ん で い

た だ きた い 。

　【事例　麻 生 武】小学校入学前 の 五，六 歳の 頃 だ っ た よ

うに思 う。 当時，・…・・
ア ツ シ ちゃ ん と い う親友が い て，

来る日も来 る 日も
一

緒 に遊 ん で い た 。

……
記憶 して い る

の は，ア ッ シ ちゃ ん と別 れ て帰宅して か ら．家で 入浴す

る際 の
一

場 面 で あ る。……鏡 に 映 る 自分 の 顔を見 て い る

と，な ん と も言 え な い 不思 議 な 問い が 私 の 頭の 中に 浮か

び上 が っ て き た の で あ る。「なぜ 僕 は ア ツ シ ちゃ ん で は

な い の だ ろ う ？僕 は，なぜ 僕 の こ と しか 感 じ られ ない の

だ ろ う ？ なぜ，僕 は ア ツ シ ち ゃ ん と一
緒 で は ない の だ ろ

う ？なぜ，僕 だ けが こ こ に い る の だ ろ う ？ なぜ 別 々 に 分

か れ て し まうの だ ろ う ？なぜ ，僕 は僕 だ け な ん だ ろ う ？

……」

　【事例 20歳 ／ 女性】4，5 歳 の 頃 は 自分の 痛 み な どの

感覚 や考えて い る事な どが 自分の 中で しか （声 の 様 な も

の と して）聞 こ え て 来 な い の が とて も不 思 議 で ，
“
ど う

して 私 は T ち ゃ ん や K ち ゃ ん で なく私なの だ ろ う
”

と思

い，どん ど ん その よ うに考えて い くと，世界中の 人 は私

も含 め て ひ と りぼ っ ちな の だ と思 っ て い ま した。

　前者 は，心 理 学者 の 麻生 （1996，p．42）が．「私 が 発 達

心理 学 を志す遠 い きっ か け に な っ て い る よ うに思 え な く

もない ，幼 い 頃 の 記憶」 と述 べ て 記 述 して い る 自伝 的 記

憶 で あ る 。 後者 は，渡辺 （2009 ，
　p．173） が調査事例 と し

て挙 げて い る 例。両例 に共通す る もの は，「他人 と自分

は 内面 的 に 別 」 と い う気づ きで あ りt 隔絶意識 で あ る 。

しか も，多数の 「心 を もっ た 人 間た ち」の 中で ，なぜ か 「こ

の 人間の 心」だけ が 内 的 に ア クセ ス 可 能で あ る こ とが 気

づ かれて，そ の 根拠へ の 問い が 生 じて い る。

　い っ た い ，年齢的 に い っ て も二 つ の 事例 は，私秘的自

己 に 関わ る 体験 の 自伝的記憶 を．回想 法 に よ っ て 捉 え た
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もの で は ない だ ろ うか。「僕の こ と しか 感 じ ら れ ない 」

「自分 の 痛 み な ど の 感 覚 や 考 え て い る 事 な どが 自分の 中

で しか （声 の 様 な も の と して ）聞 こ え て 来ない 」 と は，

Neisserの 私秘 的自己の 定義そ の もの で あ る 。 こ の 私秘

的自己へ の 気 づ きが，「どうして 他の 人問で は な い の か 」

と い う問 い に 発展す る の は，それ が，概念的自己 を結節

点 の
一

つ として ネ ッ トワ
ー

ク状 に構築さ れ た客観的世界

との 聞 に，矛盾を来たす か らで あろ う。私秘的自己 と概

念 的 自己 の 問 の 矛 盾 が 意 識 さ れ る こ とに よ り，「個別的

同
一

的 自己 の 自明性」が 破 れ た の で あ る 。

　亊態 は，「事例 ル デ ィ
・デ リ ウ ス 」 の 場合 で も同様 だ

ろ う。 「学校 で 特定 の 名 で 呼 ばれ特定 の 評価 を受 け て い

る 」ca−一の 自己とは，他者と比較 可 能 な諸特性 を備 えた

概念的 自己の こ とで あろ う。こ れ に対 して ，「第 二 の 自己 」

として 私秘的 自己 が 強 く意識 さ れ，二 つ の 自己 の 間の 矛

盾 が，「第二 の 誕i生 の ご と き もの 」 で あ る 自我体験 と な っ

た の で あ る。こ うし て み る と，自我体験 と は，私秘 的自

己 と概念的自己 との 矛盾 の 意識 が，自伝的記憶 に と ど め

られ，回想法 に よ っ て よみ がえ っ た もの と解釈可能で は

ない だ ろ うか 。 実証的研究 の 困難 ゆ えに ほ と ん ど発展す

る こ との なか っ た 私秘的自己 の 研究 に，自我体験研究 は

手掛 か りを与えて い る の で は な い だ ろ うか。

　 で は，本節 の 事例 の よ うな私 秘 的 自 己 形 成 の 年齢 に 当

た る 5 歳前後か ら，ル デ ィ
・
デ リ ウ ス 事例の よ うな思 春

期 や，さ らに は 青年期中盤 に まで また が る とい う自我体

験 の 初発時期の 広 が りを，ど う解すべ きだ ろ うか e こ こ

で，Damon ＆ Hart（1988）の デ カ ラ
ージュ の ア イデ ア を

想起すべ きだ ろ う 。 自己 の 発達 とは Neisserの 5 つ の 自

己 が ダ イ ナ ミ ッ ク に相互 作用 しつ つ 発達す る こ とで あ る

と考 え て み よ う。も しこ の 発 達 が 調 和 を保 ちつ つ 進 行 す

る な ら，複数 の 自己 の 間 の 矛 盾 とい っ た こ と は 意 識 さ れ

な い 。 た と え 4−5 歳 で 私秘的自己 が 形成 さ れ た か ら と

い っ て，自我体験 に 直結す る わ けで は ない で あろ う。 け

れ ど も，調 和 が 何 らか の 意味で 破れ，デ カ ラ
ージ ュ が 生

じ た と き，私 秘的 自己 と概念 的自己 との 矛盾 が露呈 し，

自我体験 と して 自伝的記憶 に留 め られ る の で は ない だ ろ

う か。そ の 時期 は ，事 例 で み て きた よ うに 5−6 歳 とい

う 私 秘 的 自己 の 出現 直後 の 年齢か も しれ な い し，自我体

験 初 発 の ピーク と さ れ メ タ 認知能力 が 大 き く発 展す る 9

歳 の 頃 か も しれ な い （い わ ゆ る 「9 歳 の 壁 」 「10 歳 の 壁 」

（渡辺，2011） と の 同時性）。さ ら に は 思春 期 の 到 来 が デ

カ ラ
ージ ュ の 引 き金 を 引 くか も しれ な い 。そ して 自我体

験が ル デ ィ
・
デ

IJ ウ ス 事例 や ドーデ の 例の よ うに 思春期

に生 じた 場 合，単 な る 子 どもの 頃 の エ ピ ソ
ー

ドとは異な

り人 生行路 に 影響 を及 ぼ す可能性がある だ け に，「第二

の 誕 生」 とい う意味を与えられ る こ とが ある の か もしれ

な い 。こ の よ うに 考えれ ば，思 春期危機説 と静穏説 の 対

立 に 象徴 さ れ る 人 格発 達 の 多様性 とい うこ とに も，異 な

る 角 度 か ら接 近 で き る の で は な い だ ろ うか 。

　第二 の 誕 生 の 秘め られ た 体験核 と は 自我体験 で あ り，

Neisser の 自己論 を援用すれ ば，その 背後 に は さ ら に，
概 念 的 自己 と私秘的自己の 閲の 矛盾 の 気 づ きが あ る，と

い うの が こ こ まで の と りあえず の 結論 で ある 。

5 ．残された問題 ：私秘的自己の 起源 ，

　　　　　自己理解 と他 者理解

　残 され た 問 題 は 数多い が，こ こ で は 私秘的自己の 起源

の 問 題 ，そ して 自己 理 解 と他者理 解 の 関係 につ い て
一

瞥

す る。

　Nelsser 自身が 私秘的自己 に つ い て の 考察を発展 させ

て い ない こ と もあ り，その 起源 に つ い て 参考 とな る 知見

は 少 な い 。私秘 的自己 の 元 に な る 情報 で ある 自 己 再 帰

的情 報を獲得す る 能力 が 内観能力 で あ る と して ．そ れ

が 5−9 歳 の 間 に ほ ぼ 成人並 み に 発達す る とい う先 に引

い た デ
ー

タ 〔Flavell　et　al．
，
2000）等 か ら，リ ア ル タ イ ム

で の 実証的接近の 困難 な 私秘的自己 が ほ ぼ 同時期 に形成

さ れ る とい うこ とを，「傍証 」す る こ とは で き よ う。け

れ ど も，自我 発達が 複数の 自tLの ダ イ ナ ミ ッ ク な相互 作

用 で あ る な らば，私 秘 的 自己 と い え ど も この 相 互作用 の

中か ら生 成 し た こ と を 示す こ とが で き な くて は な らな

い 。筆者 は ，私秘 的 自己 の 直接 の 母体 は時間的拡 張 自己

で ある と考 える 。 Neisser 自身 は 時問的拡張 自己 に つ い

て i一分な理論的展開を示 し て い な い が，代 わ りに 注 目

すべ き理論的発展 が，TulVingの 手 で なされ て い る 。 彼

は 意味記憶 とエ ピ ソ
ー

ド記憶 の 区分 を提唱 した こ とで

知 ら れ て い る が，近年，メ ン タ ル タ イ ム トラ ベ ル とい

う新 た な概念 で エ ピ ソ
ー

ド記憶 を特徴 づ ける に 至 っ た

（TUIving，2005）。過 去 に 関 す る 知 識 と しての 意味 記 憶 に

対 して エ ピ ソ
ード記 憶 を 特 徴 づ け る の は，「私 が 経 験 し

た 」 とい う暗 黙 の 確信 を も っ て 記憶 が よ み が える こ と で

あ る 。 こ の よ うな，自分 が 経験 した と い う暗黙 の 確信 を

伴う意識 の あ り方 は，また，自己思 惟的意 識 （autonoetic

consciousness ） と も呼ば れ る 。 自己思 惟的意識 は，過去

に，記憶 と して 向か うだ けで は な く，未 来 へ も向か う。

来 た る べ き夏 休 み の 海 外 旅 行 を 思 い 浮 か べ る 際，私 は，

自分 が経 験 す る だ ろ う情景 を思 い 描 くの で あ る。つ まり，

メ ン タ ル タ イ ム トラ ベ ル は，過 去 に対 しだ け で なく未来

に対 して も行 わ れ る。メ ン タ ル タ イ ム トラ ベ ル とは ，単

に エ ピ ソ ード記憶 の 言い 換 え で は な い n エ ピ ソ
ード記憶

を 意味記憶 か ら区別す る ゆ え ん の 経験 の 特 徴 （蕭自己 思

惟的意識）を抽出す る こ と に よっ て，そ の 特徴が 過去 の

想起だ けで な く未来 へ の 予想 に も適用 で あ る こ と を示 し

た，ユ ニ ーク な着想 で あ る。

　 メ ン タ ル タ イ ム ト ラベ ル は，基本的 に 4−5 歳頃 に 可

能 とな る 。 また，ヒ ト以外 の 動物 に は存在せ ず，ヒ ト問

で も個人差が大 きい 。 こ れ が Tulvingの 説で あ る。
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　メ ン タ ル タ イ ム トラ ベ ル が峙間的拡張 自己の 成 立 に

と っ て 重 要 で あ る こ とは ，た や す く見て と れ る だ ろ う。

筆者 は さ らに，一
歩を進 め て ，「メ ン タ ル タ イ ム トラ ベ

ラー
」 が 過去や 未来だ け で なく現在時 に 降 り立 つ こ と

が，私秘的自己形成 とい うこ とで は ない か と考える 。 過

去 や 未来へ の知覚は存在しない の で ，自己の 経験 として

思 い 描か れ た 過去世界や未来世界は
一

重で ある 。 とこ ろ

が現在時 の 世界 はすで に知覚され て い る た め，現在時 の

世界を自己の 経験 と し て 思い 描くこ とは 自己再帰的事態

とな っ て 世界 を 二 重 化 させ る こ と に な る。知覚的現在時

の 世界 に は す で に 自己が存在 し て い る た め，世界 の 二 重

化は 自己 の 二 重化 と もなる 。
つ まり，自己の 分裂 で あ る。

　私秘的自己形成の ダ イナ ミク ス に つ い て さらに 理解 を

深め る た め に は，自己 理解と他者理解を統合的 に捉え る

こ とが 必要で あ る 。 Neisser（1997）もい うように，生態

的 自己 の 知覚は環境世界 の 知覚 と対をな し，対人的 自己

の 知覚は対人知覚 と対 をな して い る。また概念的 自己

の 形 成 も，Tomasello （199912006，　p．134） も言 うよ うに，

共 同注 意 を 自己 に 向け る こ とが 契 機 と な る一 「子 供 は，

大人が自分 に 注意 を 向け る の を モ ニ ター
す る よ うに なる

と，それに よ っ て，自分を外側 か ら見 る こ と に な る 。 そ

れ だ け で なく大人 の 役割も同じ外側の 観点か ら把握す る

の で ，総合的 に言えば．子供は自分自身を役者 の
一

人 と

して 含む全場面 を上空か ら眺め て い る ようなもの で あ

る 」。こ の よ うに して 形成 さ れ る概念的自己 は，個 々 の

特 性 につ い て 他者 と比 較可 能 とい う意味で，公 共 的社会

的 な もの で あ る。時間的拡張自己 で さ え，Neisser（1997）
みずか ら （認知的転回 か ら物語 り論的転回へ とい う時代

の 流 れ を意識 した もの か），「物語 り的 自己」（narrative

self ）と名称変更 し て い る ように，「去年の 誕生 H は どう

こうだ っ た」とい っ た周囲の他者と の 物語 りに よ っ て 構

成 され る とい う意味で ，公 共的社会的で あ る 。 そもそ も

私秘的自己 じ た い ，すで に 他者の 内面 とい う理解 が 成立

して い る こ と を前提 と し て い る 。 本節の 事例 の よ うに 「ど

う して 私 は T ち ゃ ん や K ち ゃ ん で ない の か 」 と疑 うに

は，私が T ち ゃ ん や K ちゃ ん で あ る とい う事態 がすで に

想像可能 に な っ て い なければならない 。 心の 理論説を採

る にせ よ，シ ミ ュ レーシ ョ ン 説を採 る に せ よ，自己 の 内

面 と は別物として の 他者 の 内面の 理解が，そ こ に成立 し

て い なければならない の で ある。私秘的自己 の 形成年齢

が，誤信念 課題の 通過 が 可能に な る 年齢 （た とえば 子

安 ・木 下．1997 参照）と並行して い る よ うに 見 える の は ，

偶然 で は あ る まい 。

　 に もか か わ らず，私 秘的 自己 が 他 の 自己 と矛 盾 を来 た

す とい うの は ，そ れ が 他 の 自己 と は 異 な り，自己再帰的

情報 に 基 づ い て い る か らで あろ う。 す で に 述べ た ように

メ ン タ ル タ イ ム トラベ ラ
ー
が現在時 に 降 り立つ こ とは，

す で に成 立 しつ つ ある 客観的世界 の 懐 の ただなか に，主

観的世界をあらためて発見す る こ と になる 。 自己もまた．

客観的世界に属す る 「他の 自己 た ちの 間の
一

つ の 自己1
と，主観的世界の 中心 として の 唯

一
の 自己 と に，分裂す

る の で あ る。こ の 分 裂 が 克服 され る た め には ，他者 の 私

秘的 自己 を認識 し、他者 もまた 各自が 主観的世界の 中心

として の 自己で あ る こ とを 理解し な けれ ば な らな い 。 こ

の 理解は思 うほ どた やす い こ とで は ない
。 なぜ な ら，他

者 の 私秘的 自己を理解する こ と に は，そ もそ も矛盾が は

らまれて い る からで ある。 私の 自己を認識す る とい う自

己再帰的認識は，必然的に 自己を二 重化す る c それが私

秘 的 自己 の 出現 と言 うこ とで ある。と こ ろが 他者の 自己

を 認 識す る こ と は．他者 の 自己 を二 重化 し な い の で あ る。

か くして 自己理解 の 発達 と他者理解の 発達 の 間 に は，た

えずデ カ ラージ ュ が伴うこ と になる 。 デ カ ラ
ージ ュ を克

服 しようとする運動その もの が，新たに 矛盾 を集 じるの

で あ る 。 それ ゆ え自我体験 もまた．生涯発達 の ス パ ン で

把握 しなければな らない の で あ る （渡辺 ・高石i2004
参照 ）。

　 矛 盾を忘れ る の で な く向 き合 うこ とは，病 理 へ 向か う

危 うさも秘め て い る が，宗教的神秘的体験 や その 他の 創

造的体験へ の 道をひ ら くこ とに もなる だ ろ う。 例 と して，

Fro  （1941／1956）や Sartre （1947〆1952） に よ っ て も

自我 の 発見 の め ざましい 例 として 論 じられた．英国の 作

家 Richard　Hughes （192911977）の 小 説の 挿話をあげ て

お こ う。8 歳 の 少女エ ミ リーの 体験 と し て描 写 さ れ る こ

の 事 例 は，の ち，Spiegelberg（1964） に よ っ て Hughes

自身の 5 歳の 頃の 実体験で あ る こ とが確認されて い る。

　「や が て，エ ミ リーに，か な り重要 な 事件 が 起 こ っ た

の で あ る 。 とつ じ ょ と して ，彼女 は 自分が誰なの か にめ

ざめ た の で あっ た 。

……
何 と なく蜜蜂 と仙女E の こ とを

考えて い る と，その と きとつ ぜ ん，自分はたしか に 自分

だ とい うこ とが，心 に ひ らめ い た の で あ っ た D
……こ ん

ど こ そ 自分 は エ ミ リーだ……とい うこ の 驚くべ き事実 を

確信 で き た彼女は，真剣 に そ の 意味 を考え は じめ た 。 第
一

に，世界中 の どん な 人 間 に で も なれ た か も知 れ ない

の に，自分 を特 に こ の 人間，ヱ ミ グ
ー

にす る よう に し

た の は，どうい う力なの だ ろ う？
……

自分が自分 をえ

らん だ の だ ろ うか．それ と も神 の しわざなの だ ろ うか 」

（Hughes ，1929〆1977，
　p．119f）D

　 こ こ ま で は ，引用 し て きた 他の 事例 と 同 じ 自我 体 験 で

あ る。け れ ど も こ の 問 い の 解 と して エ ミ リ
ー

に 訪 れ たの

は，「あた し 自身が 神 で は な い の か ？」と い う想念で あ り，

しか も，自分 が 「もしか し て神 で
一 た だ の ．ど こ に で

もい る 少女 で は ない と い うこ と」は，「どん な こ とが あ っ

て も．こ の 事実 は 隠して おか なけ れ ば な らな い 」（p．123）
の で あっ た 。 こ れ は，「解」 として は突拍 子 もな い も の

に 聞 こえ るが、渡辺 （印刷中） の 現象学的分析 に よ る と，
「私 は 私 で あ る と い う内的体験 に よ っ て 匚エ ミ リーは エ
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ミ リーで あ る と い う客観的世界 との 間で ］世界が二 重化

し た た め，私 は X ミリ
ー

である とい う自明性 が 破れ ，な

ぜ 私 は他 の 誰 か では ない の か と言 う……問い が 生 じ，そ

の 答えが ，エ ミ リ
ー

の 類例 な き特別 さ に求 め られ た。類

例なき特別 さ と類 的存在 を二 重 に生 き る化身教 義が こ こ

に形成 さ れ，エ ミリーは 自分 が神 で ある こ と を自覚 した 。

そ れ に よ っ て 世界 の 二 重化 は解消 した 。」 とい うよ うに

解明 され る の で あ る 。 もし，こ の 体験 の 訪れが思春期で

あ っ た な らば，それは文字通 りの 第二 の 誕生と して，特

異な宗教家 を生 み 出 したかもしれ ない 。け れ ども，恐 ら

くは 幼す ぎた た め に，体 験 者 は後年．小 説家 と して この

記 憶 を造形す る に と ど ま っ た の だ っ た……。

6 ．お わ りに

　人格発達 の 著 しい 質的転換点 と して の 第 二 の 誕 生 の

テ
ー

マ が見失 わ れ て しまっ た の は，それが，人に 語 る よ

り日記や回想録 に 密か に 書 き留 め られ る に ふ さわ しい ，

事例エ ミ リ
ー

の 言 葉を借 りる な ら ば 「どん な こ とが あ っ

て も隠 して お か な け れ ば な らな い 」 よ うな，私 秘 的 な体

験を源 と して い た からだ ろ う。 人文社会科学 に お け る物

語 り論的転回 は各種 の イ ン タ ヴ ュ
ー

法や会話分析 の 隆盛

をもた らした が，私たちは，本当に自分 の 人格発展 に

と っ て 重要な こ とは，語 られ る よ りも書 き残 され る の で

は ない か と疑 っ た方がよい （現代ならイ ン タ
ー

ネ ッ トの

匿 名掲示版 もデータ ソ ース と し て 有望 で あ る 〉。研究者

自 らの 自伝 的 記 憶 を書 き留 め た テ クス トを 素材 とす る よ

うな方法 の 開発 こ そ，人 格の 発達心理 学 に と っ て 必 要 で

あっ て 豊 か な実 りも予想 され る の で は ない だ ろ うか 、 本

稿が，その よ うな 「
一
人称 の 人格発達心理学」 の 復権 に

役立つ よ うな こ とがあれば幸 い で ある 。
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Focusing　on 　the　dievelQpment　of　the　self，　the　i  er　side　of　the　personalit鵠 this　study 　elucidated 　the　enigma 　of 　the
“
3econd

birth，厂which 　was 　once 　believed　to　be　an　importallt　tuming 　pohlt　in　the　developmen 亡of 　the　personality．　First，　we 　reviewed

Neisser’s　theory　of
“five　selves ，

”
one 　of　the　most 　representative 　theories 　ef　the　sel £ Thls　revfew 　suggested 　that　among 　the

丘ve 　selves ，　the
隔‘
private　self

”has　not 　been　e皿 P辻ically　i皿vestigated 　to　date．　Second
，
　the 　study 　of 　the

‘
「［−arn−me

”
e）q〕erience

was 　introduce〔L　Th 三s　experience 　had　been　discussed  Gerl皿 an 　you廿l　psychology　as 　a　secolld 　birth，　and 　several 　Japanese
psychologis亡s　are 　currently 　lnves亡三gating　this　phenomenon．　Third，　by　comparing 　the　private　self 　and

“La皿
一me ”

experience ，
it　was 　conclnded 　that　t血e　latter　experience 　might 　originate 丘om 　a　conflict　betwe  the　conceptual 　se 迂 and 　the　private　seif．
When ‘‘1．am −me

”
experiences 　occur 　simultaneously 　w ｛th　the　advent 　of　adolesceuce ，　the　experience 　might 　be　recalled 　as　a

second 　birth．　Finally，　this　paper　discussed　the　first−person　psychology　of　personality　development，　which 　is　necessary 　to
revive 　the　theme 　of　the　second 　birth．
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