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　自我体験 の 知 られ ざ る 全体像 を 解 明 す る こ とが．本研究の 目的 で ある／／まず 自我体験を ，
「自己 の 自明

性への 違和
・懐疑 」 と仮 に 定義 した 。こ の 定義 に 関 わ りの あ る と 思われ る 19 の 質問項 目 を選定 し，質問

紙 調 査 を大学生 345名 （男性 102名，女性 243名） に 実施 した。質問紙 で は 各項 目 の 体験 の 有無 に つ い て

2件法 で 回 答 させ る と共 に ，最 も 早 くか ら体 験し た項 目 と，そ の 体験 が 最 も 印象 に 残 っ て い る 項 目 に つ

い て ， 自由記述 を 求 め た。自由記 述内容 は 仮 定義に 基づ い て 自我体験と見な し うるか 否 か 判定 され，140

の 自我体験事例 が抽出 された。因子 分析 の 結果 と 事例 の 検討 を併せ る こ とに より．自我体験の 4 つ の 下

位側 面 が識別 され ，「自己 の 根 拠 へ の 問 い 」 「自己 の 独
一

性 の 自覚」 「主我 と客我 の 分離 」 「独我論的懐疑 」

と名付け られ ．そ れ ぞれ の 特徴 が 考察 さ れ た t／ま た，事例 内容 の 詳細な分析 に よ り，4 つ の 下 位側 面 の

問 の 関係が示唆 され た 。ま た本研究 で は ，自我体騅の 初発時期 は 児童期に ほ ぼ集 中す る と い う結果 が 得

られ，こ の 体験 が 従来 想定 され て い た よ うな思春期 に 特有 の 現象 で は な い こ とが 明 らか に な っ た 、

【キ
ー ・ワ

ー ド】自我体験 ， 自己，質問紙法 ， 大学生，児童期

　　　　　　　　　問　 　　題

　自己意識発達論 に は ，James（1895） の 自己 意識論を

踏 まえ，Mead （1934） らの 社 会心 理 学的 ア プ ロ
ー

チ を

背景 と して 自己 概念発達研 究 へ と発 展 し て き た 流 れ と，

Freud （1923｝ に 発す る 精神 分 析 的 な 自我発達論 の 2つ

の 流れ がある。後者 の 流れ か ら派生 した ア イ デ ン テ ィ

テ ィ 論 （Erikson，1959＞ も，盛 ん な研 究対象に な っ て い

る。と こ ろ が こ の 2 つ の 流 れ σ）他 に も，
一

般杜会や文学

の 世界 で は 「自我 に 目覚 め る頃 」 とい っ た表現 で 親 し ま

れ て い なが ら，発達研究 の 現場 で は 殆 ど姿を消 して しま

っ た 観 の あ る 「青年期 に お け る 自我の 発 見 ・目覚 め 」 と

い う問題領域の ある こ とを忘れ て は な ら ない 。本稿 は こ

の 問題領域 の 中で ，自我 の 発 見 とい う現象 をそ の 体 験

的 な 相 に お い て 捉 え て い る と思われ る BUhler （1926），

Spranger（1932＞ らの 自我体験 （lch−Erlebnis） を 取 り

上げ，質問紙法調査 に よ っ て そ の 知 られ ざ る全 体像を解

明 し，自己意識 発 達論 に とっ て 新 た な る 地平を拓 く可能

性 と意義 とを明 ら か に す るこ とを 目指す も の で ある。

　 次 に 本稿の 基本構想 を定 め るた め ， 先行 の 諸研 究 を 検

討 す る ，BUhler（1926） は 自我体験を，「思春期 に起 こ

る自我 の 構造的変化 の 突然 の 意識化 」 「自我を突如そ の

孤 立 性 と局限性 に 置 い て 経験す る こ と」 と定義 し．次 の

事例 を典型例 として 挙げ る （本稿で は こ の 例 を 「ル デ ィ
・

デ リウ ス 事例」 と し て し ば しば 言及 す る ）。

夏 の 盛 り で あ っ た ．私 は お よ そ 12歳 に な っ て い た／t

私 は 非常 に 早 く め ざ め た。・・・…
私 は起き上 が り，ふ り

向い て 膝 をつ い た まま外の 樹 々 の 葉 を 見た L こ の 瞬間 に

私 は 自我体験 （lch−Erlebnis） を した。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 自 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 入間 か ，学校 で 特

定 の 名前で 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 は全 く客観的 に 名前と して 働

い て い る ） と対 峙 した 。そ れ は ，今ま で 無意識的にそれ

と
一一
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、、（Btthler，1926，原 田 訳，1969 ，

p．92。な お ，原文 を参照 し て 訳 文 を変更 し た と こ ろ が あ

る。）

　こ の 例 で 見 る と自我体験 とは，自我 の 発 見 の ，啓示的

非 口常的 ともい うべ き極 限 的な体験 的 表現 で あるとい え

よ う［／す なわち，唐突に 訪れる，普段 の 生 活 とは 連続 し

な い 体験 で あ っ て ，孤独 の 自覚 と 周囲 か らの 隔絶感 を

伴 っ て ，（名前 や 心 身 の 特徴 とい っ た ）具体的経 験 的な

自己 像
・
自己概念に 基づ く自己理解 へ の ．違 和や 疑 問 が

表 明 され て い る の で ある。 こ の 事例 は ，自我の 発 見 を

「個性化 の 形而上 学的根本体験 」 とす る Spranger（1932）
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に よ っ て も論 じ られ て い る が，その 後 は 組織的な研究 が

発展 せ ず に 終わ っ て し ま っ た 。 渡辺 （1995　a） はそ の 理

由 と して ，自我体験 の 研究に は 方法論上 と概念規定上 の

2 つ の 困 難 が あ る とす る．James（1895） の 自己 意識論で

は 自己 は 主我 と客我 に 分 け られ ，主我 が哲学 に 委ね られ

る一
方，自己 の 客体的側面 で あ る客我 の み が 経験科学 と

し て の 心理 学 の 対象 と され た。現在盛 ん な 自己 概念研 究

は こ の 流れ を汲 む。自我体験研究 は，主 我への 気 づ きを

「体験 」 と して 研究する道 を拓 い た とい え る が （「ル ディ
・

デ リ ウ ス 事例 」 に 2 つ の 「私 」 が 出 現 し て い る の は，客

我主我 双方 へ の 気 づ きとい う体験事態 を示唆 して い る と

見 る こ と が で き る），「体験 」 で あ る た め 組織的研究 が 困

難 で，臨床事例報告 の 中 に 散発 的 に 現れ る に 限 られ た の

だ っ た、以 上 が 方 法 論上 の 困難 で あ る が ，概念規定上 の

閉題 と して 渡辺 の 指摘す るの は ，BUhler，　Sprangerら創

成期 の 青年 心 理 学の 暗黙の 歴史哲学的背景 で あ る。す な

わ ち，青年期 に お け る 自我 の 発 見 とい う自己 意識発達上

の 不連続点 は，Heckelの ， 個体発 生 は 系統発生 を反復

する と い う説 の 暗黙 の 影響 下 に，思想史 ・
哲学 史 か ら持

ち込 まれた もの と思 わ れ る の に，そ の 源 泉 に 遡 る な ど の

理 論的な作業は 試み られなか っ た。そ の た め，古典的 ド

イ ツ 青年心 理学 の 影 響 の 衰 微 と共 に ，背景 の 異 な る

Eriksonの 「青年期 に お け る ア イ デ ン テ ィ テ ィ危機 ／混

乱」 の 枠組 の 中で
一
般化 され ， 独 自の 研究領城 と して 主

題化 され る こ と は なか っ た、渡 辺 は，概念規定 を 明確 に

す るため に は ま ず，思想史上 の 「自我 の 自覚 」 の 例 を 検

討 す る 必 要 が あ る とす る，

　 こ の ような困難 に もか か わ らず ，近年，日本 で は 組織

的な研究へ の 芽 が 萌 して い る。西村 （1978） は，臨床 心

理 学 の 立場 か ら ル デ ィ
・デ リ ウス 事例に他 の 自伝 的事例

を加 え ，
「自我体験 は 基本的 に は 自分 が 自分 で あ る とい

う，内な る 自己 との 出会い の 体験 」 で あ り，「一種 の 啓

示 的体 験 」 で あ り 「外 界 との 隔絶を生 じ ， 孤 立 感 を伴 う

こ ともあ る 」 と，主要な特徴を指摘 しつ つ
， 離人 体験や

宗教体験 との 近縁性 に も言及 して い る。また ，
「エ リ ク

ソ ン の 心 理 学 に お い て 自我 同
一

性 が 重視 され て い る が ，

そ れ は 自我体験 そ の も の と し て で は な く，役割行動 をと

り得 る 可能性 の 重要な基礎 と して 問題 に さ れ て い る の で

あ る 」 と，ア イ デ ン テ ィ テ ィ 論 と の 差 異 を 指摘 し て い

る。

　高 石 （1989） は ，自我体験 は 特別 な体験 と い うよ り，

誰 に で も起 こ り うる とい う仮定 に 基づ き，組織的な調査

を行 っ た。ま ず，西村の 考察 を踏ま え，自我体験 の 下位

概念 と し て （O 孤 独性 （自我 を外界 か ら分離 ・隔絶 され

た もの と して 感 じ る こ と），、  独 自性 （自我 を単
一 ・独

自の 有限な個体 と し て 認識す る こ と），（3）自我意識 （自

我 の 対象的把握あ る い は 自我 と自己の 分離 の 意識｝，（4）

自律性 （内的権 威 の 発 見 と そ の 重 視 ），｛5）変化 の 意識

（過去 と の 断絶感及び未来 へ の 展望），  空想傾向 （内

界へ の集中的関心 と，一
人 で 空想 に 耽 る こ とへ の 嗜好），

〔7｝自然体験 （自己 の 気分 の 外界 へ の 投 影 と して ，自然

を 幸福と 美 と し て 意識す る こ と）， を抽出 して 34項 目か

ら な る 「自我体験度尺度 」 を作成 し た e 女子 中高生 622

名に 施行 した 結果 は ，殆 どが 何 らか の 部 分 体 験 を 想起 し，

ま た 最初 の 体 験 は 10歳 頃 の 年齢 に 生起 し た と答え た 者

が最も多か っ た 。 しか し な が ら想起例 の 分析が余 りな さ

れ て い な い 上，「空想傾向」 「自然体験 」 の 質 問 項 目に 自

我体験 とい う に は 周 辺 的 と思 わ れ る もの も見受 けられ ，

概念規定上 に 問題 を残 した。

　 渡辺 （1992） は ，James（1895） の 自己 意識論 に 基 づ

き，主我 ・客我 の 分裂と両者の 同時的意識化が 自我体験

の 根源 に あ る とす る立 場 か ら，男女大学生 227 名に質閤

紙調査を行 っ た。す なわ ち自己 の 起源 に 関す る 4 つ の 文

章 を 体験 の 見本例 とし て 提示 し，最初 に 生 じた 類似 の 体

験 を 自由記述 させ ，年齢，き っ か け ， 解決 法 の 記述 も求

めた。結果 の うち ，記述内容 を検討 し，45例 を 自我体

験例 と して 判 定 し，1） な ぜ 自分 は 自分な の か
， 2）なぜ

自分 は 他 の 人 間で は な い の か ，3）な ぜ ，今．こ こ に い

るの か，4） そ の他の やや漠然 とした 問 い か け，とい う

4 タ イ プ に 分 類 した 。ま た 渡 辺 （1995b ） は類似 の 方法

で大学生 の 両親に も調査を行 い ，そ の 結果を ， 自我体験

は青年期 に特有な の で は な く，児童期前半 か ら青年期 に

か け て の 広 い 期 間 に 見 い だ され ，さ ら に は 結婚 出産 が

き っ か け とい う例 も あ る こ と か ら，生涯 に わ た り人生 の

転機 や 葛藤 をき っ か け と して く り返 し生ずる，と ま とめ

た。し か しな が ら渡 辺 の 用 い た 質 問 紙 は 体 験 の 見 本 例 と

し て は 少 なす ぎて 特 定 の タ イ プ に 偏 りすぎ ，
い か に 見本

例項 目をそ ろ え る か と い う方法論上 の 問題 と共 に ，そ の

ための 概念規定 の 必 要性と い う問題をも残 した。

　天 谷 （1996） は ，25の 項 目の 見本例 か らな る 質問紙

調査を男女大学生 160名 に 実施 し，自我体験 と見な せ る

自由記述を報 告 した 50名中，22 名 に 半構 造化 面 接 を 行

っ た u ま た ，自我体験 を 「視 点 が 主 我 ・客我 2 つ の 存在

に 分化 し，（主我が） 自分 とい う存在に 対 して 問 い か け

た り ，強烈 に 意識 した りす る体験全体」と定義 し て チ ェ ッ

ク シ
ー

トを作成 し，2 名 の 判定者 に よ っ て 面 接 記 録 を 判

定 し
， 17名に 自我体験 を認 めた u また 下 位側 面 を ， 1 自

分 とい うもの へ の 問い か け （1 自分 自身 の 本質的な実在
へ の 傑索 ・疑問，2 自分 の もの で あると同定 し て い る も

の （名前 ・体） へ の 違和 感
・
疑 問，3 自分 の 起源 ・

場所

へ の 疑問），皿 「自分 」 とい うもの への 意識 ・自分な りの

確 立 （1 独 自性，2 自分 の 本質的実在の 実感，3 自分 と

周囲 の 関係性 へ の 意味付け，4 自分 の 人間性 に つ い て の

一
貫性 ，5 自律性） とあ ら か じ め 分けて 記録 を分類 した

結果 は ，自我体験 に は下 位側面 1 が 主 と して 見 られ，下

位側面 皿 は 1の 結果 見 られ る 場合 が あ る，と位置 づ けら

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japan Society of Developmental Psychology (JSDP)

NII-Electronic Library Service

Japan 　Sooiety 　of 　Developmental 　Psyohology 　（JSDP ｝

自我 体 験 ．自己 意識発 達研 究 の 新 た な る地 平 13

れ た ．初発 年齢 は 8− 12歳 が 多 か っ た 。次 い で 天 谷

（1997） は，中学生 18名 に半構造化面接を行い，質問紙

調査に よ る ス ク リ
ー

ニ ン グ を経 な か っ た に も か か わ らず

殆 ど全 て に 自我体験を見い だ した 。体験年齢，内容 と も，

中学生 と大学生で は ほ ぼ 同様で あっ た。

　以上 の 諸研究 を 批判 的 に 参 照 しつ つ ，本研究 を 以下の

方針 で 進 める こ ととす る 。

　1〕 自我体験 を，「それま で 自明 で あ っ た 具体的経験的

な 自己 概念 に 基 づ く 自己 理解 へ の 違 和
・
懐疑 に か か わる

体験 で あ っ て，自己に つ い て の 様 々 な思索 や 感 情を 伴 う

こ ともある」 と仮 に定義する。こ こ で キ
ー

ワ
ー

ドとな っ

て い る 「そ れ ま で 自明 で あ っ た 具 体的
・・…・自己 理 解 へ

の 違和 ・懐疑 」 （以下 ，
「自己 の 自明性 へ の 違 和 ・懐疑 」

と略記す る）」 は，事例 ル デ ィ
・デ リウ ス を は じ め と し

て こ れ ま で の 研 究 に お い て 暗黙裡 に 自我体験例 の 中核 と

な っ て い た 要 素を 明 示 化 し た もの で あ る。2）青年 心 理

学 で い う 「自我 の 発見」 とは 元 々 思想史か ら持ち込 まれ

た とい う渡 辺 （1995a） の 示唆を 生 か す と，思想 史を参

照 せ ず して 自我 の 発 見の 心 理 学研 究 を 行 う の は ，物理学

の 初歩を知 らず に 子 どもの 速度概念の 心 理 学研究を行 う

よ うな も の だ と い うこ とに な ろ うu よ っ て ，思想史上 の

「自我 の 発 見 ・自覚 」 例 の 主 要 原 典を参考 に し て 仮定義

に か か わ りの あ る と思 わ れ る 十 数個 の 質 問項 目を仮 に 選

定 し，予備調査 を 行 っ た上 で ，本調査 の 質問紙 を作成す

る。3）本調 査 を実施す る。4）質 問項 目 の 因子 分 析 に よ

り自我体験 を 分類す る。5） 自由記述例 を複数 の 判定者

に よ っ て 判定 し，自我体験例を抽出す る。6） 自我体験

例 の 考察を通 じて そ の 全体像 を明 ら か に し，自己 意 識 発

達上 に 位置づ けるべ く努 め る。

方 法

　質問紙の作成　思想史上 の 「自我 の 発見」 の 例 と し て

よ く知 られ て い る デ カ ル ト，パ ス カ ル ，ウ パ ニ シ ャ ッ ド

の 原典 か ら，自我 を め ぐ る 思索 の 3 っ の 基 本的な類 型 を

取 り出 し，自我体験分類の 作業仮説 と した （以 下 ，それ

ぞ れ D 類 型，P 類型 ，
　 U 類型 と名付 け る ）。原典 中 の 核

心的部分 をTable　1下段 に 引用す る。こ れ らを基本的 と

見なす の は ，こ れ ら原典 がイ ン ド文 明圏 と近代西欧文明

圏 の 精神史的な形成期にお い て 自我意識を め ぐる諸問題

を根源的 に論じ ， 東洋的叡 知 と西 欧 キ リス ト教思想，科

学的合理主義 と神秘的宗教思想，実存的苦 悩 と理知 的 内

省な ど の 区 分軸 に よ っ て 相 互 に 対 比 で きるもの に な っ て

い る か らで ある。事実，こ れ ら 3類型 は それ ぞ れ が ，仮

定義の キ
ー

ワ
ー

ド 「自己 の 自明 性 へ の 違和
・懐疑 」 を，

よ り論理的 に 明晰 な 形 で 語 っ て い る と見なすこ ともで き

る （Table　1 中段参照 ）、そ れ ゆ え，自我体験 が自我 の 発

見 の 体験面 と し て の 名 に値する た め に は，3類型 の い ず

れ か を萌芽的
・
断片的 ・混乱 し た 形 で あっ て も含む筈 で

あ る とい う，規 範的意義 を こ れ ら に 想定す る こ とと し

た。

　哲 学史上 の 原典 を元 に調査項 目を作成 す る こ とに は ，

本稿 と は やや違 っ た テ
ー

マ と 方 法論 に 基 づ い て は い る

Tab 且e 　1　 自我体験 分類 の 作業仮
．
説

D 類型　デ カ ル トよ り P 類 型 　 パ ス カ ル よ り U 類 型　ウパ ニ シ ャ ッ ドよ り

世界お よ び 自己 の 自明 性 へ の 懐疑 と 不

安，自覚 され た 自我 の 独 冂性 ，自存性

世 界 にお け る 自己 の 位置づ け の 自明 性

への 違和，自我 の 偶 然 性，無根 拠 さ，

孤 立 性

反 省的 自己 意識に お け る 自己 の 臼明 性

の 否定，自己 の 分 裂 と捉 えが た さ，内

面 性

私 は ，そ れ ま で に 私 の 精 神 に 入 り き

た っ た すべ て の もの は，私 の 夢の 幻 想

と同様 に，真な らぬ もの で あ る，と仮

想 し よ うと決 心 した ，しか し な が ら，

そ うす る と た だ ち に，私 は 気づ い た。

私 が こ の よ うに ，す べ て は偽 で あ る，

と考え て い る間 も，そ う考 えて い る私

は ，必 然 的 に 何 もの か で な け れ ば な ら

ぬ ，と。そ して 「私 は 考 え る，ゆ え に

私 は あ る」Je　pense ，　donc　jc　suis ．とい う

こ の 真理 は ，懐 疑 論 者 の どの よ うな 法

外 な想 定に よ っ て もゆ り動 か しえぬ ほ

ど，堅 固な 確実なもの で あ る こ とを，

私 は認 めた か ら，私は こ の 真理 を，私

の 求め てい た 哲学の 第
一

原理 と して ，

も はや 安 心 して 受 け入 れ る こ と が で き

る，と判 断 した．　　　 （野 田，1967）

・
私 は，私 を閉 じこ め て い る 宇富 の 恐

ろ しい 空間 を 児る。そ して 自分が こ の

広 大 な広 が りの 中 の
一

隅 に っ な がれ て

い る の を 見 るが ，なぜ ほ か の 処 で な く，

こ の 処 に 置 かれ て い る か，また 私 が生

き るべ く与え られ た こ の わず か な 時 が，

なぜ 私 よ りも 前 に あ っ た 永遠 と私 よ り

も後に 来る永遠 の 中 の ほ か の 点で な く，

こ の 点 に割 り当て られ た の で あ る か と

い うこ とを知 らない 。私 は あ らゆ る方

面 に 無限 しか 見な い 。・・』
私 の 知 っ て い

る こ との すべ て は，私 がや が て 死なな

け れ ば な らな い とい うこ とで あ り，し

か も こ の ど う して も避 け る こ との で き

な い 死 こ そ，私 の 最 も知 らな い こ とな

の で あ る，　　　　　　 （前田 ，1966）

貴公 は 見 る と い う作 らき の ［主 体 た る ］

見 者 （み て 〕を 見る こ と は で きませ ん ．
　　　　　　　　　　　　　　　 1
貴公 は聞 く とい う作 らきの ［主 体た る」

聞 者 （き きて ）を聴 くこ と は で き ま せ

ん。貴 公 は 意 うと い う作 ら きの ［ギ 体

た る ユ意 者 （お もい て ） を意 う こ とは

で き ませ ん。貴公 は識 る とい う作 らき

の 匚主体 た る］識者 （し りて ） を識 る

こ と は で き ませ ん ．し か し，こ れ 1の

主体］ こ そ貴公 に 存 す る万 有内在の 自

我 （ア
ー

トマ ン 〉 なの で す 、こ れ 以 外

の 物はす べ て 種 種 の 苦患 に 満 ち て い る

の で す。　　　　　　 （佐 保 田，1976）
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が ， Subbotsky（1996） の 例があ る n 本稿で は，各類 型

に ほ ぼ均等に 配 置され る よ うに，まず 16 の 自我体験 質

問項 日 を仮 選 定 し た．．そ の 際，高石 （1989） の 自我体験

度 尺 度 の 項 目の
一
部，ならび に 渡辺 （1992） の 調査 の 自

由記述例 を表現 上 の 参考 に し た 。こ の 16項 目 に よ り，

理科系 T 大学 お よ び 文 科 系 A 大学 の 学生 277 名 （男子 41

名，女 丁
一
　236名）を 対象に 予備調査 を実施 し ， 誘発 され

た 自由記述 の 内容 を検討 した と こ ろ，2類型な い し 3類

型 の 混成 と思われ る 記述例 が 多数 見 られ た 、こ の ため ，

予備調査 で 得られた記述例 を参考 に多義的な項 目 を分割

す る な ど して 項 目 を選定 し直し，最終 的 に 19項 冖 か ら

な る 質 問紙 を作成 した 。各 項 目 に は 「は い 」 「い い え 」

の 2件 法 で 回 答を求 め た．ま た，自我体験項 目で 1つ で

も 「は い 」 と 回答 し た 者 を対象に ，「は い 」 と答 え た 項

目 の うち で 最 も早 くか ら考 え た り体験 し た り した 項 目

（初発体験項 目），な らび に ，そ の 考 え や 体験 が 最 も印象

に 残 っ て い る 項 目　（最印象体験項 目） に つ い て ，それ ぞ

れ，a．最初 に 起 こ っ た 年齢 （「小学校 入 学以 前 」 「小 学校

低学年」 「小学校中学年 」 「小学校高学年」 「中学 」 「高校 」

「高校卒業 以 降の 数年」 よ り選択），b．き っ か け，状況，

具体的 な内容，．そ の 後 ど うな っ た か ，に つ い て の 自由 記

述 を 求 め た。

　対象者　理科系 T 大学，文 科系 A 大学，お よ び総合 E

大学 の 学 生 345 名 （男 子 102名，女子 243 名）．1996 年

10月 か ら 12 月，教養 心 理 学 の 授業中に 実施 した tt

結 果

　 因 子 分 析 に よ る項 目の 分類 ， な らび に 自由記述 で 報告

され た 自我体験 の 判定，の 2 つ をあわせ て結果 を整理 し

て い くこ とに す る。

質問項 目 の 因 子 分 析

　 自我体験 の 下 位分 類に 関す る仮説 の 妥 当性 を検討す る

た め ，欠損値 の ある デ
ー

タ を除い た 333名 の デ
ータ に つ

い て 因子分析を行 っ た，，「は い 」
厂い い え 」 回答 の 問の 質

的 な 連 続 性 を 仮定 し た 2 値デ
ー

タ で あ る の で ，各項 目間

の 四 分相関係数 を算出 し，こ れ に 基 づ い た因子分析 （主

因 子 法 バ リ マ ッ ク ス 同 転） に よ る 分 類 を 試 み た、，ス ク

リ
ー

基 準 に よ り 3因子 ，固有 値 1以 上 の 基準 に よ り 5因

了
・
が抽出され た が，解釈上最 も妥当 と思われ る 4因 1 を

採用 した．回 転後 の 各項 目 の 因 子 負荷 量 を Table　2 に 示

した ．柚 出 され た 因 子 は それ ぞ れ ，因 子 1 「自己 の 根拠

へ の 問 い 」， 因 子 2 「自己 の 独
一

性 の 自覚 」，因子 3 「主

我 と客我 の 分離 」，因子 4 厂独我論的懐 疑 」 と解 釈 可 能

で あ り，こ の う ち，因 子 2 は D 類 型 と， 因子 3 は U 類型

とほ ぼ対応 した。因 r．1は D ・P ・U の 3類型 に 共 通す る

因子 で あ り，閃 子 4は D 類型 と P 類型 の 混成 で あ る、ち

なみ に ，因 子 分 析 の 結 果 を 通 して 思想史上 の 自我 の 自覚

例 を 見直す と，3類型が そ の ま ま別 々 の 因子 に 対応す る

の で はな く，共 通 の 因 子 と し て 「自己 の 根拠 へ の 問 い 」

が 抽 山され ， し か もパ ス カ ル の 思索 （P 類型）が共通 因

子 に 最 も近 く位置す る こ と に な る．ま た 因子 4はデカル

トとパ ス カ ル に 感 じとられ る 孤立 と不安の 要素 が 分凝 し

た もの と解 され
， 東洋的自我に は 見 られ な い 近代的 自我

の 特色 をなす もの と見 る こ とが で きよ う。

自我体験の 判定

　 自 由 記述 中 で 報告され た事例 に つ い て 2名 の 判 定者

〔著者 ）によ り自我体験 と見な し うる か ど うか を判定 し

た 。判定にあた っ て は，予 備調査 の 自由記述例 を参考 に ，

5項 目か ら な る チ ェ ッ ク シ
ー

トを 作成 し た。こ れ らの 特

徴 は い ず れ も，典型 的な自我体験 の 例と して 取 り上げ た

「ル デ ィ
・デ リウス 事例 」 にも顕著 に 認 め ら れ る もの で

あ り，自我 体験 を 判定す る基準 とし て 十 分 な 識別 力 を も

っ も の と考え られ た。以下 に 判定基 準 とそ の 適用 例を 提

示 す る。な お，基準 1は 全体 の 前提条件 をなす もの で あ

り，2 と3 は，「ル デ ィ
・デ リウス 事例 」 に 見 られ る 「啓

示 的非 日常的 」 側 面 を は じ め とす る体験 と して の 特徴

に ，4，5は 体験 の 認 識 内容 に 着 目す るもの で あ る。

　 1 自 己 が何 ら か の 形 で 主題 とな っ て い る こ と

　2 突発性　普段 の 生 活 と は 連続 し な い 特殊 な エ ピ ソ

ー
ドと し て 回 顧 され て い る こ と。具 体的 に は 「ふ と」

「突 然」 「瞬間」 な どの 表 現 に よ っ て ，そ の 体験 が 生 じた

と き の 「唐 突 さ 」 や 「脈絡 の なさ」 が 記述 され て い る こ

と。た と え ば 「突然ふ と した瞬間 に，私 は 何 な の だ ろ う

か とか．私 もい つ か は 死 ぬ ん だ とか 考 え る こ と が あ る 」

「小 さい 頃 ，朝 目 が さめ て ，ふ と思 っ て よ く考え て い た 」

「静 かな部 屋 で ぼ お っ と して い るときに ふ とそ の こ と が

疑問に 出 て きた」 と い っ た 事例 に 適用 された、，

　3 違和感 　何 か 理 解 しが た い こ とが 生 じて い る，あ

る い は，そ の 体験 が 普通 で は な い ，とい う独特 の 感 じ が

什 うこ と．表現例 は 「考 え れば考 え る ほ ど分 か らな く

な っ た」 「不思議な感 じ 」 「怖 く な っ た 」 「自分 を 見失 い

か け た 」 な どで ある．

　4 孤 立 と 隔絶　自分 とい う存在 が，全 て の 他者，さ

らに は 世界全体と 対置 され ，自己 の 孤立 性 や 例外性 が 強

く意識され て い る こ と。具体的 に は 「自分
一

人 だ け が 」

「自分 以外の もの は 全 て 」 「他人 も自分 と同 じよ うに 〜
な

の だろ うか 」 な ど の 表現 を含む事例 に 適 用 さ れ た。

　5 自己 の 分離　自分とい う存在 が 2 つ に 分離 して 感 じ

られた り 考え られ た り して い る こ と、、表現 と して は 「い

つ もの 自分 」 「他 人 が 見 て い る 自分 」 「鏡 に 映 っ た 自 分 」

あ る い は 「身体」 「肉体 」 な どに対 し て，こ れ ら と は 異

質なもの と して
「

本当の 自分 」 「本体 」 「魂 」 な どが対置

され て い るこ と。な お，こ の 基準 の 適用 に 際 して は，仮

定義 に 基 づ き ， それ まで の 白己 の 自明性 に 対す る違和や

壊疑 が 認 め られ る か ど うか を チ ェ ッ ク した。た とえ は

「か っ て に 人にあなたは こ うい う人 で し ょ うとい う具合
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に 決 め られ て し ま っ て い た。そ の 人 が 知 っ て い る の は私

の
．
部分 で あ っ て 全 て で はな い 、本当 の 私 を 知 らな い と

思 っ た」 や 「他 の 人か ら真面 円な人 だ と思われ て い たよ

うだ が，自分 で は 他人 が 評価す る ほ ど真面 目な奴 じ ゃ な

い の に と思 o た」 とい っ た事例 の 場合，自分自身が も っ

て い る 自己概念そ の もの に は 疑 い の 目が 向けられ て い な

い た め，こ の 基準 の 適用 か らは除外 された。

　全 回 答 の うち，チ ェ ッ ク シ
ー

トの 基準 1を含む 2 つ 以

上 を満 た して い る こ と を判定の 目安 と した。判定者 間 の

一
致率 は 93．0 ％で あ り，判定 の 異な る 28例 につ い て は

協議によ り判定を
一
致さ せ た。な お ， 判定者 は，多数 の

自我体験 の 報告例 に接 して ， 自我体験 と見な され る 体験

の 内容に つ い て 十分 に 知悉 し て い るもの と想定 し た tコこ

れ は ，熟練 した 精神科 医 が 真 正 分裂病 を鑑 別 す る 際 に

「プ レ コ
ソ ク ス 感」 を診断基 準 と L て 用 い る とい う方法

（RUmke ，1958；松尾
・宮本，1995） に倣 っ た もの で ，対

象 に つ い て 知 悉 して い る 判定者 は 明 示 的 に は 記述 で きな

い として もそ の 現象 の 特異性を十 分に 識別す る こ とが で

きる，とい う考え方に 基 づ い て い る。研究の 現段階 で は ，

判定基準 を 完 全 に 明 示 化 す る に は 限 界 が あ り，時期 尚早

で もあ る と考え て の 処置 で ある。以 上 の 手 続 き に よ り，

自我体 験と判 定 された 自由記述は，初発体験項 目 に つ い

て 95 例 （記 述 な し 88例を含む全 回 答 の 27．5 ％，男子 27

例，女子 68例）で あ り ， 最印象体験項 日に つ い て 45例

（記述な し 202例 を含 む全回答 の 13．0％，男 子 11例，女

子 34例 ） で あ っ た 。最印象体 験 で 「記述な し」 が 増 え

て い る の は，初発体験項 目 と最印象体験 項 目で 多くの 回

答者 （142名） が 同 じ項 日を 選択 した こ とに よる。なお ，

事 例 の 出現 率 に 性差 は 認 め られ なか っ た。各質問項 日に

よ っ て 誘発 され た 自我体験 の 事例数 は Table　2 に 示 した。

Table　2　因 子 分折の 結果 と質朋項 fiご との 自我体繋事例誘発数

項 　 　 P
項 列の 肯定　 初　事例 最三］ 掃 「
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 FIF2 　F3　F4
　 同 答数 　 発　 数 　 象　 数

　　　　　　　　　　　　　「自 己 の 根拠 へ の 問 い 」

19．自分 は 本当は 存在 しない の で はな い か，と思 っ て 不安に な っ た こ とが ある、　
』』・・D ／U

18．なぜ 私は 私なの か，不思 議に思 っ たこ とが ある、・・・・…P

15．私はなぜ牛まれた の か，不思議 に思 っ た こ とが あ る．・・・…
　 P

O4．私は い っ たい どこ か ら来た の だ ろ うか と，考 えた こ とがある e
・…
　 P

O2．自分はい っ たい 何者なの か分か らな くな っ たこ とが あるtt ・…・U

l3，果て しない 侍問 と空間の 中で，なせ，い ま，； 二にい るの か ？と考えた 二 とがある．・P

I6，ほ ん とうの 自分 とは何か，とい うこ とを考えた こ とが あ る一t・・・…
　 U

O1．この 世 界は なぜ あるの か，と考えた こ とが あ る．・・
　 P

O7．い ま．夢の 中に い るの か も しれない と思 っ て，不安に な っ た こ とがある、・・…D

17．なぜ．他 の 国や他の 町代に生 まれず この 国の 二の時 代に二・まれ たの か，｛・思 議に思っ た

　 　こ とが ある，　・……p

77　 6　 4　 5

185　20　14　　16

221　 44　 6　20

176　　12　　　4　　10

23111 　216

233　16　　7　 13

280　 24　 0　 52

218　 23　　6　　19

123　20　　10　　19

191　 27　　6　　15

3323241451．84−．02　．29　．14
．84　．33　．10　．00

．82　．Ol　ユO　．14
．72−．02 −．11　、4ユ

、71　．09　　．40　．17
．67　．35−．03　．27

．64　．51　．45−．14

、57　，21　．05　．49

、51−．03　．28　． 0

、43　，3D −．28　．38

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　「自 己 の 独一性 の 自覚」

11．生 きて い るとい うだ け で ，私 に はか けが え の ない 価 値が あ る，と思 っ たこ とが あ る，・・D

O6．ある 口，ふ と，　「自分は人間だ．とか，　「自分とい うもの が存在 して い る」 とい っ た こ

　　とを，恒く感じ たこ とがある，　 ・…D

14．自分 は他の 推で もな い 自分 なの だ、とい うこ とを強 く感 じた こ とが ある．…』』D

O5．宇宙 は 巨大で 人間は ち っ ぽけだ が，その 自大 な了 宙につ い て 考える こ との で きる 入問は

　 偉大で ある，と思 っ た こ とが ある、　
・…
　 DIP

185　　9　　1　　／5　　1　　−，01　．76−．19　．11

195　　6　　3　　7　　0　　　．28　，71　．17　．32

219　　　7　　　3　　14　　　1　　　ユ2　．69　．21−．06
81　　3　　0　　5　　1　　，05　．68　．08　．00

　　　　　　　　　　　　　「主我と客我の分 離 」

09．鏡 に 映る 自分 とか，人の 日に 見える 自分，人 に そ う思 われて い る 自分 とい っ たもの は，

　 本当の 自分で は ない ，と思 っ た こ とが ある．一・・・…U

O3．私 と他人 とは 島の よ うに 切 り離 されて い て．他 人の こ とは決して 分か らない ，と思 っ た

　 　こ とがあるc
…・…P

10．白分の こ とを考えた り卸察 L た りして い る と，自分 が観 察 されて い る自己と観察して い

　　る1
’
1己に 分裂 して 感じ られ る，と思 っ た こ とが あ る．・・・・・…U

201　 28　　2　　36　　7　　，03　．07　、70−．Ol

169　　17　　　0　　17　　　0　　　．13　．02　．63　．22

139　　12　　　5　　12　　　1　　　．19　，11　．60　．19

　　　　　　　　　　　　　「独 我 論的懐疑」

12．他人 も1
’
1分と同 じよ うに もの を考えた り感 じた りす る の だろ うか とか，私 だ けが 本 当 に　　 100　28　14　15　 3　 ．11 −．〔睦 ．21 ．83

　 生 きて い て 他人 はみ ん な 機 械の よ うなもの で は ない か とか，思 っ た こ とがある、…．・・D／P

O8，私が死 ねば世界 も消滅 す るの で i’g な い か，とか，見え な い 先は無になっ て い るの で は な　　　99　26　 8　18　 3　 、23 ．1629 ．61

　 い か，とい っ たこ とを考えた こ とがある、・・…
　 D

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　≒1予厂
去率 　　　　　　35910 、58 ，5　6．9

注．各 質 問項 目の 後 の 記 号 は 分 類 上 の 類 型 を示す。　「初発」 は 初発 体験項 同の ，「最 印象1 は 最印象体験 項 目の 肯 定 同 答数、

N 工工
一Eleotronio 　Library 　
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自我体験 の 初発時期

　 自我体験 と判 定 され た 初発体験項 目 の 95例 に つ い て

初 発 時 期 の 分布 を Figure　1 に 示 し た。小学校低学年 に 想

起され た初発体 験 の ピーク が 見 られ ，10歳前後 に体験

時期 が集中す る と い う先行諸研究で の 結果 よ り，さ らに

い くぶ ん 低年齢 の 結 果 とな っ た。こ れ に よ り，自我体験

は 決 して 思春期に 特有 の もの で は な い こ と，む し ろ学童

期 あ る い は学童期以前に初発 した と回顧 され る こ とが 確

か め られた．

体験 の 状況ときっ か け

　 自我体 験 と判定 され た事例 の うち，体験 の 生 じた状況

に つ い て 明 確な記述 の あ る 62例 を，他 者 と の 相 互 作 用

の 有無 に よ り 「一一人で い る とき」 「人 の い る場 所 で 」 「人

と話 し て い て 」 の 3つ の カ テ ゴ リ
ー

に 分類 し，Figure　2

に 示 した 。こ の うち 「一人 で い る とき」 が 52％ と最 も

多く，カ テ ゴ リ
ーの 比 に は有意差 が認め られた （xz （2，

N ＝62）＝9．71，p く ．01）。ま た，体験 の き っ か け とな っ

た出来事や 考 え に つ い て 言及 の あ る 51例 を，そ の 内容

に よ り 「人 間関係の 葛藤」 「死 に つ い て 考え て 」 「宇宙 の

こ とを考え て 」 「自分 を観察 して j 「他人や生き物 を観察

し て 」 の 5つ の ウテ ゴ リ
ー

に 分 類 し，Figure　3 に 示 し た。

なお ，カ テ ゴ リ
ー

の 比 に 有意差 は 認 め られな か っ た 。こ

れ らの 結 果は，他者 との 相 互 作用がな い 状況で 自我体験

が 生 じやす い こ と，た だ し，体験 の き っ かけ に は 日常の

社 会 生活 上 の 出来事 を含む様 々 な内容が あ り うる こ と を

示唆 して い る。

事例の 分析 と考察

　自由記述例 の 分析を 通 じて ，自我体験 を構成す る 4 つ

の 側 面 （「自己 の 根拠 へ の 問い 」 「自己 の 独
一

性 の 自覚 」

「主我 と客我 の 分 離 」 1独我論 的懐 疑 」） の 特徴 と 自我体

験群 の 全体像を検討 し て い く。自我体験と い う現象自体

が 今 目 の 発 達心理学 界 に な じみ がな い とい う現状に 鑑

み ，で き る だ け 多くの 事例 を紹介 し，定性的考察 を 中心

とす る こ と と し，因子分析 の 結果 は 事例 の 分類に 利用す

る に と ど め た 。 なお ，全 て の 事例 は 自由記述 の 際 に 選択

匸
｝1，
30252015105

CN＝95）

O

　l｝小 　　働「
之　　豊坐　　！

1赴
　 イマら　 　 　 　 ド チコ　 　 　 　 　 　 　 　 F−「　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 lt　ゴ

　／ス　　f
．
　　　　　　　　‘手．　療　　　　　　　　　@丁　ぞ茫　　　　　　　　　 隼　番

　

校

P
f  

橋

ｖ

ﾍ
宰

業

ﾈ 降の駁   注　2 つ以上 の時期にま た が る 回答に ついては〒． い方を初

時期とした、 Figtire 　1 　初

体験 の時 期 分 布 さ れ た 項 目が 属す る閃 子のもと に 分

され た 。 因 子4 は 2 項 目 に対 して28 例 ， 因子 1は10 項

に対して 87 例 と ， 期待度数 を 上 回る事 例 が
分類 され

お り ，各因r 一の 事例 数 の 比に
は
有
意差が認め られた（zL’（3，　N

140 ）＝29
49 ， P 〈 ． Ol ） 。

1 「 自 己の根拠 へ の問い」 　 こ の 下 位側面 には，初

体 験について 59 例（自 我 体 験と 判定された全 95 例 の 6

C1％ ）， 最印象 体 験について 28 例 （全45 例 の 62 ，

刀 j が 含 ま れ る ，質問 項 目ご との 事
例
数
の比には有意差が認め

れた（xL’（ 9 ，1＞＝87 ） ＝ 23 ． 69 ， p く ， 01 ） u
目 18 の 「 なぜ私 は 私 な のか， 不思議 に 思 っ た こと

あ る 」は 最 多の 17 例 を誘発して おり， 因子負 荷 量

大き い上 ，質問 内 容も簡潔な表現 に よ って 自 分と い

存存 の根拠を 問う も の であ り ， この項目の 表 現 に 「

己の 根拠 への

い 」の特徴 が 集約 さ れている と 考え ら れ る 。 　

ず指 摘 で き る こ と は， こ の「 なぜ 私 は私 な のか 」 の

問 の な か で 同 じ 「 私 」とい
う 語 が2 つ の 異な る 意 味 で

g わ れ て いる点で あ る 。一方 の 「私 」 は特定の 人 物 を指

示す る 人称 代 名 詞であ り ， こ の「私 」
は

固 有 名に 置 き換

え るこ とが で き

。 こ れに対

， も う 一方 の 「

」 は あ

と話して い て

@ 　 21％

人の い る 場所で 　 　

％ 人間関
係の

藤
　 　 12

他人や き 物を 観 察し て

　 　 17？

。 一 人 でい る

き 　　

％ 字宙 のこ

を 考 え一

@　22％ 死につい て 考え 　　25％ 自分を 観 察 し て

@ 　 24 ％ Figure 　 2　体験 の 状 況
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る
一

人 の 人 間が他 の 全て の 人間 とは 違 っ て 「現 に 自分 と

して 存在 して い る 」 とい う事実を意味 し，固有名 に よ っ

て は 置 き換え る こ とが で きな い 、、本稿 の 冒 頭 に 引用 した

「ル デ ィ
・デ リウ ス 事例 」 に顕 著 に 認 め られ る の が ，

こ

の 2 つ の 「私 」 の 区 別 に 対す る 明確な 自覚で あ り，さら

に ， 普段は 自明視され て い る 2 つ の 「私 」 の 結 合関係

（「特定の 名前 で 呼ばれ特 定 の 評価 を受 けて い る 」 人物 が

「私 」 で あ る こ と） の 根拠 に 向け られ た 疑 い の 念で ある．

用法 を 異 にす る 「私 」 の 2 つ の 意 味 が 分 化 し，2 つ の

「私 」 の 結合 の 根拠 に疑 い の 目が 向 け ら れ る こ とは，自

我体験 の 第
一

の 下 位側面 に お け る最も基本的な特徴 で あ

る。

　事例 01／21 歳 ／女 ／初発 項 目 18／高校 ； 「なぜ 自分 が こ

の よ うな顔や，性格な の だ ろ うか ？と思 っ た 、，も し私 自

身 は 変 わ らず に，全 く違 う顔 ， 性格を持 っ て い た ら ど う

な っ て い た の か ？ と考え た こ と がある。考 えて い る うち

に 不 思議 な 感覚に な っ て ，自分 の 存在す ら疑 問 に 思 っ

た、1

　事例 02／19歳／女／初発項 目18／中学
一

高校 ； 「突然ふ

と し た瞬間 に，私 は何 な の だ ろ うか とか ，私 も い つ かは

死 ぬ ん だ とか 考 え る こ と が あ る。ま た，も しお 母 さん が

お 父 さん と別 の 人 と結婚 し た ら，ま た今の 私 が 生 まれ て

きて，魂は同 じだ け ど，顔 とか は別 の 『私』 が生 まれ る

の か なあと思 っ た こ と が あ っ た。1

　 こ れ らの 事例 で は ，固有名 に 置 き換 え可能 な 「私 」 と

そ の 人物が現 に 自分 で あ る と い う意味で の 「私 」 とが 区

別 され，他 の 人 物 が 自分 で あ る 可 能性 の 想定 を通 じ て ，

2 つ の 「私 」 の 結 合関係 の 根拠が疑 わ れ て い る。こ の
一

見無意味 と も思 え る 「なぜ私は私 なの か 」 の 問 い の 有意

味性 をめ ぐ る 議論 は現代哲学 に お け る トピ ッ ク の
一

つ で

もあ る （た と え ば ，
Nage1 ，1986 ；永 井，1986）。

　 こ の 「なぜ私は私な の か 」 の 問 い の な か に は 「他 の 人

間が私 で ある こ ともあ りえ た の に 」 とい う仮定 が前提 と

し て 含まれ て い る。こ の た め ，次 に 挙 げ る 例 の よ うに ，

他の 人間や他 の 存在 に 注意を向 け る こ とが 自我体験的 な

疑問 の 契機 とな る場合 が あ る ，

　事例 03〆20歳 ／女 〆初 発 項 目 18／小 学校 高学 年 ； 「ス

ピ
ー

チ して い る友人 を じ っ と見つ め て い て ，ど う して こ

の 人 は ○○ さん なん だ ろ うと思 っ たとき，ど うし て 自分

は 自分 な ん だ ろ う，他 の 人 に も生まれ る こ とが で きた の

で は な い だ ろ うか と考 え た こ と が あ り ま し た。そ の 時 は ，

まば た きも しな い で，そ の 友 人を見つ め て い ま し た。そ

の 後 は，長 い 間 ， そ の こ とに つ い て 考え て い ま したが ，

自分 に も ど る の が大変 で した 。（略）」

　 事例 04〆20歳 ／女 ／初 発項 目 18／小学校入 学以 前
一

小

学校低学 年 ；「小 さい 頃，母 に 植物や虫等に も命がある

と教え られた時，
で は ，なぜ ，私 は ，雑 草 で も な く，た

ん ぽぽ で もな く， 電柱 で もな く
・・… 私 な ん だ ろ うか ，

と考えた。そ の よ うな事 を考え た 時 は ，体 と心 が 別 々 に

な り，心 だ け が浮か び 上が る よ うな，そ ん な感 じ が し た。

（うま く表現 で きな い が） まる で ，自分 が 人間 で あ っ て

は い け な い よ うな気 も し た。母 に ，な ん とか こ の 気 持 ち

を伝 え た か っ たが ， 相手 に され ず，とりあ えず ，

“
そ ん

な こ と は考え て は い けない こ と
”

と教 え られた。」

　また ，次の 例 の よ うに 「い じめ」 とい う具体的な出来

事 をきっ か け と して 「他の 人 間が 自分 で あ る 可 能性 」 の

想定 か ら 「なぜ私 は 私な の か 」 の 問い が 出現 す る事例 も

見 られ た ．

　事 例 05／21歳 ／女 ／初発項 目 18／小 学校低学年 ； 「小学

校 1〜3年 の 間，い じ め を 受 け て い て ，「他 の 子 だ っ た

ら ，
い じ め られ な い の に』と 思 っ た ら，『なぜ 私 は 私 な

ん だ ろ う』 とか 「なぜ ，こ こ に 生 まれ て し ま っ た ん だ ろ

う亅 と考える よ うに な っ た。（略）」

　次 に 挙げ る 事例 で は 「死 」 を め ぐ る考 えが ，自分が存

在 し な い 世界 に つ い て の 想像をもた ら し，情動 的 な 色彩

の 強 い 体験を出現 させ て い る．

　事例 06／20 歳 ／女 ／初 発 項 目 02／小 学校低学年 ； 「祖母

が 亡 くな っ た 時，小 さい なが らも
“
死
”

と い うも の を考

え た。自分が 死 ん だ らどうな るの だ ろ うと考え て い る う

ち に ，自分 と い うもの が よ く分 か ら な くな っ て ，恐 く

な っ て よ く泣 い て い た．しば ら く，一人 に な る とい つ も

そ うい うこ とを考えて 泣 い て い た。〔略）」

　 さ らに 「なぜ 私 は 私 な の か 」 の 問 い は自分 自身に 問い

か け る ときに の み 意味 を もち ，対 話 の 相手 の あ る，役割

行動 と して の コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン の 文脈の な か で は本来

の 意味 を喪失す る 。こ の 点が，類似 の 表現 で 語 ら れ る

「私 が 私 自身 で あ る こ と」 「私 ら し さ とは何か 」 などの い

わ ゆるア イ デ ン テ ィ テ ィ をめ ぐる問い との 相違で あ る 。

ア イデ ン テ ィ テ ィ の 危機 ・混乱 の 問題 は，固有名に置き

換 え 可 能 な 「私 」 の 属性 に か か わ る も の で，人称 を変換

し て 「あなたがあなた 自身 で あ る こ と」 「彼女 の 彼女 ら

し さ」 と言 い 換 えて も本来 の 意味が損なわれ る こ とは な

い 。す で に 引用 し た 西村 （1978） の 言葉 を借 りる な らば，

こ れ ら の 問 い で は 「私 で あ る こ と 」 が
，

「自我体験 そ の

もの として で は な く，役割行動を と り得 る可能性 の 重要

な基礎 と し て 」 の 限 りに お い て 問題 に され て い る の で あ

る．こ れ に 対 し て 自我体験 の 問い の な か で は ，固 有名や

他 の 人称 に 置 き換 え不 可能な，「私 で あ る 」 とい う事 実

の ，唯
．一

性 ・例外性 が 驚 きをもっ て 問われ て い る。こ う

した 問い が 出 現 す る た め に は，次 に 挙 げ る事例 の よ うに，

　．
人 き りで 内言や空想 に 没 入 し，対 象との 相 互 作用的な

接触を もたない とい う状況 が
一

っ の 条件と して 要請 され

る。

　事例  7／18歳 ／男 ／初 発 項 目 13／中学 ： 「静 か な部屋 で

ぼ お っ と して い る とき に ふ とそ の こ と ［なぜ ，い ま ，こ

こ に い る の か ？1 が 疑 問に 出 て きた 。その 後 も，自分 の
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頭 の 中 で 考 えごとを して い る と，時に そ の こ とに つ い て

考 え た り し て み た．しか し，考 え て も全 然 分 か ら な か っ

た の で ，あま り深 くは 考 え な か っ た。」

　 こ の 下位 側面 に 属す る事例 の もう
一

つ の 重要な特 徴

は，独特 の 気分や感覚，さらに ，不安，恐怖，自分を見

失 うな ど，ネガテ ィ ブな色合い を も っ た 強 い 情動的体験

が 伴 うこ とで ある。また，多く の 事例に お い て
“
い くら

考 え て も さ っ ぱ り分 か らな か っ た
”

と記 述され て お り，

情動的体験 の ネ ガ テ ィ ブな性質 とあい ま っ て ， 解決 を 与

え られ ない ま ま放置 され た り忘れ られ た りす る の が，こ

の 体験 の そ の 後 の 経過 の
一

般的な傾 向 で あ る と思 われ

る。しか し，体験の なか の 問題意識 が，自覚的 に せ よ無

自覚的 に せ よ個 人 の 人 生 観や世 界観 に 影響 を及 ぼ して い

る可能性 は 考え られ る，た と え ば，自己 の 独 自性 ・唯
一

性 が 強 く意識 され る こ とで 「か けが えの ない 自分」 とい

う積極的 ・肯定的な 自己像が構成され ，さらに こ れ を人

間
一

般に拡 張す るこ とで 他 者の 存在 の 尊重 や 肯定的配慮

が 生 ま れ る こ ともあ る だ ろ う。全 く逆に，こ の 体験 の 本

質的 に 孤独 な性質が，自分 と自分 以 外 の 全 て の 人 間 を 先

鋭 に対立 させ る よ うな世界観 に引き継がれ ，日常 の 生活

態度 と し て の 自 己 中心 主 義や 自閉傾向 と結 びつ い た り，

場合 に よ っ て は 「病理的」 と見な され か ねな い 特異な空

想体系 の 形成に 寄与し て い る 可能性 も想定 で きる n また，

2 つ の 「私 」 の 結 合 の 根 拠 に 向 け られ た 疑 い が 「身体」

と 「魂」 とい う 2 つ の 対 立 す る実体 概念 に引き継がれ ，

“
死後 の 魂 の 存続

”
や

“
生 ま れ 変わ り

”
などの 「宗教的 」

な 信念体 系 の 形成 に 寄与す る こ と も想 定 され る。こ の よ

うに、自我体験 の なか の 問 い や思 い が
， あ る 種 の 人生観

や 世界観へと発展 して い く過程 を表 して い る と思われ る

の が，次に考察す る 3 つ の 下 位側 面 で あ る。

2 「自 己 の 独 一
性 の 自覚」

　 こ の 下 位側 面 に 分類 され る事例 は ，初発 体験 が 7例

（全 事例 の 7．4％），最印象体験 が 3 例 （67 ％） で あ る n

事例数 は 4つ の 下 位 側 面 の な か で 最 も少 な い が ，因 子 分

析 で は 4項 目 が分類され ， 10．5％の 寄与率を もつ 安定 し

た 第 2 因子 として 抽出 された。

　事例 の 特徴 は ，問い や疑 い の 形 式 を と る 下 位 側 面 1 と

は 異 な り，自分 とい う存在 の 独
一

性 （す なわち独 自性
・

唯
一

性）や 孤 立 性 が厳然 た る 事実 とし て 強 く意識 され て

い るこ とで あ る．次の 事例に は，自分 の 身体が 自分の も

の で ある とい う普段 は 自明 の こ ととし て 了解 され て い る

事実 に，突如，違 和 が 発 生 す る 様子 が 描 か れ て い る。

　事例 08／21歳 ／女 ／初発項 目 06／小学校入学以前 一小

学校低学年 ； 「自分の 声を 自分 で きい て ，自分が コ ン ト

匚・ 一ル で き る 唯
一

の 人 間 の 姿を鏡で みて 変な か ん じが し

た 。い つ もは 私 が うつ っ て い て あた り ま えす ぎて 考えな

か っ た けど ， 私 が 手を動か そ うとする と動 くし、声をだ

す と自分 の 声 がで る し ， 自分 の 目を み つ め て ，他人な よ

うな，自分 な よ う な 変 な か ん じ が した 。（略 ）」

　 次 に 挙 げ る事例 で は ， 他者 と の 社会的な関係 を経 て ，

他 の 人 間とは決 して 交換 す る こ との で きな い
一

個の 存在

と し て 自己 の 独
一

性 が 自覚 され て い る．突発的 な エ ピ

ソ
ー

ドで は ない が，他者と の 関係 の な か で 自我 を発見 し

確 立 して い く萠芽が認 め られ る点で，発達過程 に お い て

重要な意義をもつ 体験 で あ る。

　事例 09／
一

／女 ／初発項 目 14／小 学校 高学年 ；「小 学生

の こ ろ に 徐 々 に 幼 い こ ろとちが っ て 人 間 関 係 が 少 し複雑

に な っ て き た と き。他人 と自分 が は っ き り とわ か れ て い

て 自分 は い つ ま で た っ て もず っ と自分 で あ り ， 他 人も

ず っ と他人 だ と思 っ た．友人 の 本 当 の 気持ちが知 りた く

て も，そ れが絶対 に で き な い の だ とわ か っ た こ とが 実際

の き っ か け だ っ た と思 う。」

　 また ， 次の 例 の よ うに ，ある意味 で 日 常 の 自明 の 事実

とな っ て し ま っ た 自己 の 孤 立 性 が ，あ るき っ か け か ら，

再 度，懐 疑 の 対 象 とな り，か け が え の な い 自分 とい う存

在 の 価値 が喜び の 感情を伴 っ て 肯定的に 自覚され る事例

も見 られ た。自我体験 の 積極的な
一

面 が表現 され た例で

あ り，同時に ，下 位側 面 1か ら下 位側 面 2 へ の 人 生 観 上

の 発展 を示唆す る例 で もあろ う。

　事例 10／22歳 ／女 ／最 印象項 自11／高校 ； 「（略）小 さ

い 頃か ら病弱 で 入院す る こ とが 多 く，孤独な気持 ち を 持

つ こ とが 多か っ た。なぜ 私 は生きて い る の だろ う， ど う

して ・・…
　 とい う気持ち が よくあ っ たが，高校生 の とき，

予 備校 で うけ た倫理 の 授業な ど をき っ か け に ，なぜ，ど

うし て とい うギモ ン は あ ま り意味 を感 じ なくな り，自分

が 今生き て い て 意志や希望 をもつ こ と 自体に な に よ りも

の 価値 が あると考 えるよ うに な り，とて も気持ちが よ く

泣 け る うれ し さを感 じ た こ とがあ る。」

3 「主我 と客我の分離」

　こ の 下位側 面 に 分類 され る事例 は，初発体験 が 7例

（全 事 例 の 7．4 ％ ），最印象体験 が 8例 （17．8％）で あ り ，

事例数は多くない が，しか し他 の 側面 に 分類された事例

の な か に も明 らか に 「主我 と客我 の 分離 」 の 主題が認め

られ る 場 合 が あ り，こ の 下位側面 の 重 要性を軽視す る こ

とは で きない 。次に典型的と思 わ れ る事例 を挙げ て お く、，

　事例 11／19歳 ／女 ／最印象項目 09／中学 ； 「あ る 日，鏡

を 見た時 「私 は こ ん な顔 を し て い た の か ？』とい う疑 問

か ら は じ ま っ た 。今 で も本 当 の 自分 で は な く，肉体 と い

う殻の 中 に，別 の 本 当の 魂 の よ うなもの が 入 っ て い る だ

け だ，今鏡に うつ っ て い る自分 は そ の 殻 をうつ して い る

に す ぎな い とい う感覚が ある。」

　事例 12／18歳 ／男 ／初発項 目 09／小学校 入学以前 ； 「幼

稚 園時，鏡や 写 真 に 写 っ て い る自分 が やけ に ウ サ ん く さ

く感 じ られ て な ら な か っ た ，自分 の 心 は こ の 形 と して み

える人間の 中に あるわけ で 心 と体 がや けに 遠 く感じ た こ

と も あ る。」
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　 こ れ らの 事例に お い て 特徴的 な点 は，「私 」 の 存在 が

「心 ／体」 「魂／身体」 「見る自分 ／見 られ る自分 」 とい っ

た 分離可能な 2 つ の 実体 の 結合 と し て 考 え られ た り感 じ

られ た り して い る こ と ， さらに 前者 の 「心 」 「魂 」 な ど

の 実体 に 「本 当の 自分 」 として の 優位性 が 与えられ ，後

者 の 実体 に は 「肉体 とい う殻 」 「魂 を 入 れ る 器 」 とい っ

た 二 次的 な地位 が 与え られ て い る こ と，な ど で あ る。2

つ の 「私 」 の 区別 とい う特徴 は，す で に 述 べ た 「自己 の

根拠 へ の 問い 」 の 下 位側面 に お ける 最 も基本的な特徴で

もあ っ た 。た だ し 「自己 の 根 拠 へ の 閥 い 」 の なか で 問 題

に な っ て い た の は 「私 」 とい う 1つ の 語 の な か の 2つ の

用法 で あ り，こ の 2 つ の 用法を それ ぞ れ主 部と述部 に 配

置す る こ とで 「な ぜ 私 は 私 な の か 」 す な わ ち 「なぜ 〈こ

の 特定の 人物〉 が く私 で あ る〉の か 」 とい う疑問が 成立

して い た。こ れ に 対 して 「主我 と客我 の 分離 」 の 体験 の

な か で は，本 来 な ら対 象 と し て 指 示 す る こ との で きな い

「私 で あ る 」 と い う述部 そ の もの が ， ま とま りをもっ た

一
個の 対象と して 実体化 され て い る t．こ う して 「私 で あ

る 」 を 実体 化す る こ とに よ り， 「なぜ 私 は 私 なの か 」 の

問 い に 「そ れ は くこ の 身体〉 の な か に 〈心 ／魂 ／意 識 〉

が 入 っ て い るか らで あ る」 とい う形 の 解 決案が 与 え られ

る こ とに な る。前述 の 事例 04や次 の 事例 13 は，と も に

「自己 の 根拠 へ の 問い 」 に 分類 され る例 で あ る が ，「自己

の 根拠への 問い 」
への 「答 え 」 と し て ，

「主我 ・客我分

離」 が 生 じか け て い る現場 と も 見 る こ とが で きる （同 じ

ような移行事例 は 他 に 2例認 め られた）。

　事例 13／19歳／女 ／初発 項 目 15／小 学校以前 ； 「あ る朝，

保育園 に
一

番早 く来 て し ま っ て．教室 に 1人 で い る時に ，

すず め が 止 ま っ て い る の を見 て ， なぜ 自分 は 人 間 と して

生 ま れ て きた の だろ う，と不思議 に 思 っ た の が き っ か け

で す、，そ の 時，も し 自分 が 人間以外 の も の に 生 ま れ て き

て い た らど うだ っ た ろ う，と か，自分 の 体 と 心 は も しか

した ら離れ るこ とが可能 なの で は な い か，な ど，い ろ い

ろな こ とを考えて しま い ま した b」

　 こ の 「主 我 と客 我 の 分 離 」 の 体験 の も う
一
つ の 特徴 は

「本 当の 私 」 と こ れ に 対置 され る 「体 ・身体 ・見 られ る

自分 」 と の間の距離の 感覚 で あ り，後者がよそ よそ しい

存在 と し て 違 和 感 を も っ て 感 じ 取 られ るこ とで あ る。こ

う した 特徴は特に 「離人 症 」 と し て 知 られ る 現象 （た と

え ば，藤縄，1981） と
一

致す る。ま た，次 の 例 の よ うに

主 我 と客我 の 分 離 が 視覚 的な印象を伴 っ て 体験され る事

例もあ っ た。

　 事例 14／19歳 ／女 ／最印象項 目 10ノ小 学校低学年 ； 「小

さい 頃 か らず っ と，自分 の 意識 が ，頭 の 少 し上 あた りに

浮 い て い る感覚 が して い た 。皆 そ うい う も の だ と思 っ て

い たけれ ど，友人 に 聞 い て み た ら違 うと言われ た。自分

の 意 識 が ，体 の 行 動を 見 て い る，そ んな感 じだ っ た 。

（略）」

4 「独 我論的懐疑 」

　こ の 下位側面 に は ， 初発体験 の 22例 （232 ％）， 最印

象体験 の 6例 （13．3％） が 分類 され た e 因子分析 の 結果

で は 2項 目 の み が属 し ，寄与率 も小 さ く，安定 した因子

とは 見 な し難 い が，内容的 に際 立 っ た 特徴が 認 め られ る

ため 1っ の 下位側面 と し て 独 立 させ た。事 例 の 特徴 は，

こ の 「私 」 の 孤 立 性
・唯

一
性 ・例外性 が強 く意識 され ，

さらに こ うした 「私 」 の 性質と整合する よ うに 「私 」 を

中心 とした 独特な世界観 が 形成 され て い る こ とで あ る。

特 に ，一
人 き りで あ る とい う 「私 」 の 孤立性 へ の 自覚は

「ル デ ィ
・
デ リウ ス 事例 」 の 「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」 とい う記述 で も明白で

あ り，2 つ の 「私 」 の 分裂 の 体験 と共に，自我体験群の

中核 に 位 置す る 重 要 な特質 で ある。次 の 事例 は，「自己

の 根拠 へ の 問 い 」 に 分類され る事 例 で あ る が ，
「自我 」

を め ぐ る 問 い が 「他我 」 の 存在 をめ ぐる 問 い に 引き継 が

れ て 「独我論的懐疑 」 へ と発展 して い く過程が表現 され

て お り， 2 つ の 下 位側面 の 論理 の 連続性 を 示 す もの とい

え る （同様 の 連続性 が 比 較的 明瞭に 示 され て い る例 を，

他 に 2例認 め るこ とが で きた ）．

　事例 15／20歳 ／女 ／初発項 目 18／小学校中学年 ； 「自分

の 意識 は こ こ に あ っ て ，友だ ち の 意識 は どこ に あるん だ

ろ う，と考え た の が きっ か け。私 だ けが こ ん な こ と を 考

えて い るの か と思 っ た ら ， 私だけ が特別 な 存在 （あ ま り

い い 意咲 で は な く否 定的 に ） に 感 じられ た．今で も疑問

に 思 っ て い る。」

　す で に述べ た よ うに 「自己の 根 拠 への 問 い 」 は他 の 人

称 へ の 変換 が不可能 なた め ，「こ ん な こ と を考 え て い るJ

の は 常 に 「私だけ」 で あ る，とい う思 い へ と結び つ きや

す い 。こ の 論理 の 独特 の 性質 が，他 者 の 心 の 中 が 分 か ら

な い とい う経験的な事実 と結び つ くこ とで ，次 の 事例 の

よ うに，自分 と自分以外の 全 て の 人間 との 本質 的な相違

を強 く意識 させ る こ と に な る。

　事例 16／19歳／女 ／初発項 目 12／小学校低学年 ；「授業

を受け て い るときな ど自分
一

人で 物 が考え られ る 時ふ と

思 っ た り した ．周 りの 人達は 人 間なの か，今 こ うして 考

え る こ とを し て い るの は自分
一

人だ けだ ろ うか と。」

　 事例 17／18歳 ／男 ／最印象項 目 12／中学 ；「自分 が 存在

して い る時間 が 自分だ け の も の で 他 の 人は活動 して い な

くて ，自分中心 に 世間 が 回 っ て い る の で は な い か と考 え

た こ とが あ る 。」

　下 位側面 3 の 「主我 と客我 の 分離 」 の 論理 は，特定 の

人物 とし て の 「私 」 の 存在を 「体 」 「身体」 「仮 の 姿」 と

して 実体化 し ， ある 人 物が 「私 で ある」 とい う事実の 述

部を 「心 」 「魂 」 「本 当 の 自分」 と して実体化す る とい う

もの で あ っ た。こ の 論理 は，任意 の 「身体 」 に 宿 る 「魂 」

の 互 換性とい う形 で ，全 て の 人 間，さ らに は 生物 ， 無生

物を含めた全て の 存在に 「私 で あ る 」 こ との 可能性を付
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与す るよ うな信念体系を形成 し うる。し か し，こ れ と同

じ論理 （個 h・の 存在＝身体
・
仮 の 姿，私 で ある＝魂〉 を，

ある存存 が
「
私 で は な い 」 こ とに着 目 し て推 し進 め て い

くな ら，こ 旺） 「私 」 以 外 の 全 て の 存在 は 「心 」 「魂」 を

もた な い 単な る 「身体」 「仮の 姿」 と 見なされ る こ と に

なる、、自分 とい う存在 を
“
殻の な か に 「魂」 が 入 り込 ん

で い る
”

よ うに感 じる論理 と，他人 の 存在 を
‘‘
「魂」 の

な い 殻
”

の よ うに 感 じ る論理 は ， 前提を共 有 して い る の

で ある。

　次に 挙げ る事例に は
“
本当に存在する の は 自我 とそ の

意識 だ け で ，自我以外 の もの は 全 て 自我 の 所産 に す ぎな

い の で は な い か
”

と い う　厂独我論的懐疑 」 が は っ き り と

表現 され て い る。

　 事 例 18／19歳 ／男 ／初発項 日 08／小 学校低学年 ； 「自分

の 視 界 に存在 しな い もの は 実際 は な くて ，自分 が 移動す

るたび に新し い もの が で き る と考えた こ とが ある。例え

ば ，今 自分 が こ う して 教 室 に い る と，教室 と 外 の 景色

（自分の 視 界）以 外 は 存在 し な く な る とい うふ うに 考え

た こ とが ある。」

　 こ の 下 位側 面 に 属す る 事例 に は ，次の 例 の よ うに，あ

る 超越的な存在者 が 「私 」 以 外 の 世界の 事物を操作し何

らか の 意図をもっ て 「私 」 と対峙 して い る，と い っ た 構

図 が 見 られ る 場合 が あ る。

　 事 例 19／20歳 ／女 ／初 発 項 目 12／小学校 入 学 以 前 一小

学校低学年 ゴ 別 に た だ な ん とな く，自分以外 の もの は

全 て ，自分 の 為 に 用 意されたもの で ，そ れ らが 決 まっ た

動 きをす る 中で ，自分 は ど う生 き て い くの か 誰 か に た め

され て い るよ うな気 が して た。」

　 こ れ らの 体験は，そ の 著 し く非常識 な内容と あい ま っ

て ，た い て い の 場合，成長 と共 に 消 失 し，幼 い 頃 の 思 い

出 の
一

つ と し て 処理 され る よ うで あ る u し か し，調 査 の

結 果 に は現れな い と して も，秘 か な信念 と し て 独我論 が

維持 さ れ る こ とは 当然考え られ る こ とで ある、、もし この

よ うな信念が 他者 の 前 で 表明 さ れ る なら，事実 F．，病 理

的な妄想 と区別 で きな い で あろ う （藤縄，1981）。次の

事例は ，幼児期 の 自我体験 と思春期 の 妄想 との 関連を窺

わせ る と い う意味 で 興味深 い 。

　 事例 20／20歳 ／男 ／初発 項 目 12／小学校 低学 年 一小学

校中学年一
小学校高学年 ： 「きっ か け，状況 な どは特 に

な く，ただ学校，都市，国，世界 の 中の 自分
一

人 とい う

もの を 見 た とき，自分以外 の 人間 は す べ て グル （仲間 と

い うか ， 自分以外 び）人間た ち は す べ て 顔見知 り） と感 じ，

さらに 自分 は 自分以 外 の す べ て の 人 に行動 を監視され て

い る の で は な い か
， と も感 じた。こ れ は今もご く まれ に

感 じるこ とがあ る。」

自我体験の定義　付 ：下 位側面 の ま とめ と図解

　以 上 の 考察を踏 まえ，自我体験群 の 全体像に 極 め て 簡

略 な定義 を 与えるとす るな ら ，
rなぜ私 は 私な の か とい

う問い を 中心 に ，それ ま で の 自己 の 自明性が疑問視され

る 体験，お よび、こ の 困 難な疑問 に 解決を与 え よ う とす

る思索の 試 み で あ っ て ，自己 の 独 自性 ・唯
一

性 の 強い 意

識 を 伴 うこ と もあ る 」 と な る で あ ろ うか。こ の 思索 の 試

み か ら は，考え る の をや め て 忘 れ て しま うとい う解決 も

含め て ， 個 人 と し て の 人生観の 確立 ，さ らに，哲学，宗

教，文学，科学，あ る い は 「妄想 t の 形 を と っ た 様 々 な

解決 が 生 ま れ て く る こ と も 考 え られ る。本 調 査 で 垣 間 見

る こ と が で きた の は ，哲学や 宗教あ る い は病理 と し て の

具体化 で は な い ，普通 の 人 々 が発達過程 の 初期 に経験 し

た 自我体験 の 純粋な様相 で あ る、

　な お ，便宜 の た め 自我体験 の 4 つ の
．
ド位側 面 の 特徴を

自己の根拠 へ の 問い

　　　
“
な ぜ 私 は 私 な の か

”

用法を異に す る 2 つ の 「私 」 の 分化

→

自己の独
一

性の 自覚

　　
“
私は 他の 誰で もな い 私 で ある

”

「私 」 と い うあ り方 の 独 自性 ・唯
．
性 の 自覚

情 動 的 体 験 の 随 伴 ⇒ 　 肯定 的 な n 己 概 念の 形 成 へ の ・∫能性

　 　 　 　 　 　 　 　 与 倉

⇒ 　青 年期 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ 危機 と の 関連

　　主我 と客我の分離
“
身体の なか に本 当の 私 が い る

”

　 2 つ の 「私」 の 対立 と疎外

　　　　　独我論 的懐疑

“
本当 に 存在す る の は 私 だ けで は ない の か

”

　　 「私 」 で は ない もの に対 す る懐疑

⇒ 　霊 魂観への 可 能 性

　 離人 症 との 関連

⇒ 　病 理 的 妄想への 可能性

Figure 　4 　自我体験 の 下 位側 面 の 特徴と相 互連関

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japan Society of Developmental Psychology (JSDP)

NII-Electronic Library Service

Japan 　Sooiety 　of 　Developmental 　Psyohology 　（JSDP ｝

自我 体験 ．自 己意識 発達研 究 の 新 た な る地 平 21

Figure　4 に 整 理 し た。図中 の 矢印 は 考察 の 中で 想定 され

た思索 の 流れ と世界観 上 の 発 展 を，次項 「結論 と展望 」

で の 考察 をも
一

部含 めて 示 し た もの で ，仮説 と し て は思

弁的段階を脱 して い ない 部 分もある が，今後 の 研究 に 方

向付けを与 え る もの と して 描 き込ん で お い た 」

結論 と展望 一 自己 意識発達論の 新た な地 平へ

　 1 ．本調査 に よっ て 明 らか にされた 自我体験 の 実態 の

特徴 に，まず，自我体験 の 普遍性 が あ る．自我体験 と判

定 され た 事例 は，記述 な し を 含 む 全 同答者 の 27．5％ に の

ぼ る。自由記述な し回答 者の な か に も自我体験の 記 憶 を

もつ 者が い る こ と，体験 した が 記憶に残 っ て い ない 場合

もあ る こ と を想 定 す れ ば，実 際 の 体験 率 は さ ら に 高 まろ

う。天谷 （1997） の ，中学生 へ の 面接に よ る と体験率が

百 パ ーセ ン トに 近 い と い う結果も こ の 想定 を裏付 ける、

臨 床 事 例 報告 の 中や 宗教 的神 秘的体験を扱 っ た 文献 （た

と え ば ， 岡田 ， 1992） に は 自我体験 と して も捉え られ る

例が散見 され，西 村 （1978）や本調査 の 例 で も，病理や

宗教 心 理 と の 関連 が 言 及 され て い る。し か しな が ら本調

査 の 結果 は，Btihler，　 Sprangerらが ，自我体験 を病理 や

宗教心理 と して で は な く青年 心 理 と い う普遍 性 の 相 の 下

に 見よ うと した 方向性 は 基本的に 正 し く，病理 ・宗教 と

の 関連 を明 らか に す るた め に も，一般的な発達研 究 の
一

領域 とし て の ア プ ロ
ーチ が 必 要 で あ る こ と を 示 唆す る も

の で あ る。

　 2．し か し なが ら，自我体験 は 「青年」 心 理 の 枠組 で

は 捉 え き れ な い こ と も また ， 強 く示 唆 され た の だ っ た。

想起 された初 発 体験 の ピ
ー

ク が 小学校低学年 に あ る とい

う本 調査 の 結果 は ，自我体験 は 青年期 に 周有 ど こ ろ か，

10−12歳 の 前 青年期 に関連 づ けよう と した 高石 （1989）

の 説で も カ ヴァ
ーし きれ ない 。青年期 に 結び つ け て 論 じ

る よ り は，自我体験 は 何歳 か ら ど の よ う な条件 下 で 可 能

に な るか とい う問題 を立 て る べ きか も しれない 。そ の 点 ，

自己 の 5 つ の 種類 に つ い て 論 じ て い る Neisser（1993）

が，私 秘的 自己 （private　self） は 表 象的 心 の 理 論 が 成 立

す る 4 歳 頃 に 形成 され る と し て い る の は 示 唆的 で あ る、

も っ と も，回顧データ の み に 基 づ い て 年齢 を論 じ るに は

限 界 が あ る こ と も認 め なければ ならない 。こ れ は，発 達

初期 の 体 験 を 回 顧的 に 捉 え る と い う Btthler以 来 の 自我

体験研 究 が 共有す る限界で あ り，何 らか の 補完的な研 究

法 の 開発 が 望 ま れ る と こ ろ で あ る。た とえ ば哲学者 の

Matthews （1994） は，3歳 か ら 7歳 ま で の 子 ど も は ，そ

れ以後 の 年齢 に お い て よ りもむ し ろ深 く 「哲学す る 」 こ

とを，子 ど も との 日常的な対話を通 して 見い だ して い る。

本調 査 の 結 果 との 年齢的 な 近 似 も さ る こ とな が ら，補完

的な研究法 の あ り方を 示 唆する もの と して も興味深 い v

　 3 ，ア イ デ ン テ ィ テ ィ 論 との 関係 につ い て 言えば，西

村 （1978） に よ っ て 自我体験 研 究 との 差異 が 主張 され ，

高石 （1989） も，自我 同
．一
性 とい う概念 は青年期後期か

ら成人期 へ の移行期 の社会的役割取得 の 達成に重点 を置

い た もの で あ っ て ，前青年期 か ら青年期初期への 自我変

容 の 問 題 を扱 うに は 限 界 がある とす る。本稿で 明 らか に

さ れ た 自我体験の 実態は ， 年齢的 に も特徴 の 上 か らも，

こ れ ら の 説 に よ っ て 打 ち出された方向性 に 添 うもの とい

え る。し か しなが ら両者 は ，互 い に 無関係に追求 され て

よ い 問題領域 で は な い で あろう．両者 の 関係 は 今後 の 課

題 と して 残す他 はな い が，一
つ 手 が か りを挙 げる な らば ，

May （1958） が ，本稿 で の 自我 の 独
一
性 の 自覚 に 当たる

体験事例を，「われ，在 り体験 」，ま た存在論的感覚の 出

現 と呼び，精神分析的な意味 で の 自我発 達 の
一

様相 とし

て 取 り扱 わ れ るべ き で は な く，む し ろそ の 前提条件な の

だ と説 い て い る こ と が あ る。精神分 析的 自我 発 達論 が ア

イデ ン テ ィ テ ィ 論 の 母胎 で あ る こ とを思 えば，青年期以

前 の 自我体験が どの よ うな形 を とっ たか が青年期 の ア イ

デ ン テ ィ テ ィ 危機 の あ り方 に 関係 し て くる 可能性 が ，

May の 説か ら想定 で きるの で ある。

　 4 ．最後 に ，本稿 の 「考察 」 か ら も窺 わ れ る よ う に ，

自我体験 は ，BUhler を は じ め とす る こ れ ま で の 研 究者

が 予想 した よ りも，さ らに 深 く，未知数な現象 で あ っ て ，

自己 意 識発達論 上 に新た な 地 平 を拓く 可 能性 を秘めて い

るの か も しれ ない 。それ は，自己意識 と は 何 か とい う問

題 に 新 たな視座 を提 供す る と共 に，こ れ まで 病理的も し

くは宗教的体験 と され て き た 現象を は じめ，文学，哲学，

思想史，科学史 な ど に 対 して も，自己 意識発達論 の 観点

か ら接 近 し うる 可能性を示 唆す る e 自己 意識 発達過程 の

中で こ の 体験 に ふ さわ し い 位置 づ けを与え る た め に も，

方 法論的工 夫を重 ね つ つ ，実証的 知 見 を さ ら に積み 上 げ，

理 論的考察 を練 り上 げ て い く こ とが 必 要 で あ ろ う。

文 献

天 谷 祐子．（1996）．「自分 」 とい うもの へ の 気 づ き．名

　古屋 大学大学院教 育学研 究 科 教 育心 理 学論彙 ， 26，

　 32−36，

天 谷 祐 子 ．（1997）．「自分 」 とい うもの へ の 気 づ き は い

　つ 頃なの か ？．日本発達心理学会第 8 回大 会 発 表論文

　蘖 ． 138，

BUhler，　Ch．（1969）．青年 の 精神 生 活 （原 田　茂，訳 ）．

　東京 ： 協 同出版 ．（Btihler，　Ch．（1926）．Das　Seelenleben

　der　Jugendlichen．　 Stuttgart− Hohenheim ； Fisher　Ver−

　1ag．）
Erikson，　E 　H ．（1973）．自我 伺

一
姓 （小 此 木 啓吾 ，訳 ），

　東京 ； 誠信書房 ．（Erikson ，
　E，　H ．（1959）．　identily　and

　the　ltfe　aycle；Setected　PaPers／’ttfe　eycle．　 New 　York：Inter−

　national 　Universities　Press．）
Freud，　S．（1970）．自我 とエ ス （井村恒郎，訳）．フ ロ イ

　 ド選莫 4tt 自我諭．東京 ： 日本 教文仕 ．（原著刊行年

　次，1923．）

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japan Society of Developmental Psychology (JSDP)

NII-Electronic Library Service

Japan 　Sooiety 　of 　Developmental 　Psyohology 　（JSDP ｝

22 発 達 心 理 学 研 究 第 10 巻 第 1 号

藤縄　昭，（1981）。非定型精神病 ：症状 ：
一

般論．懸 田

　克躬 ・
大 熊輝雄

・
島 直安雄 ・高橋 　良 ・保 崎 秀夫

　 （編），　現代精神医学メご系 tt第 12巷… 境界例 ・ダ声r定．型精
：

　神病 （pp．185−203）．東京 ： 中 山 書店，

James，　W ． （1895／1981）． 71ie　princiPlesげ 衂 伽 ’o即．

　Cambridge ：Harvard　University　Press．

前 田 陽
・

（編 ）．（1966），置界 の 名著 124 パ ス カ ル ．

　 東京 ： 中央公論社．

松尾　正 ・宮本初音．〔1995），分裂病者現象は い か に し

　て そ の 存在論的真理を暴露し うる の か ， 福局行動底

　誌，3 （1），28−53．

Matthews，　G．　B．（1997）．哲学と子 ども．（倉光　修 ・梨

　木香歩 ，訳 ）．東 京 ：新曜祉．（Matthews，
　G．　B，（1994）．

　 ne 　philosophyげ chitdthood．　Cambridge； Harvard　Uni・

　versity 　Press．）
May ，　R （1977），実存的サイ コ セ ラ ピ ィ の 貢献．　 May

，

　R ，Angel，　E．，＆ Ellenberger，　H ．　F．（編），（伊東　博
・

　浅野 満 ・古屋 健 二 ，訳）実 序 （pp．54
−150）．東京 ：

　岩 崎学術出版社．（May ，　R ，　Angel，　E ，＆ Ellenberger，

　H ，F．（Eds．）．（1958）．Etistence．　New 　York ：Basic　Books ．）
Mead ，　G．　H ．（1973）．精神 ・β我 ・社会，（稲葉 三 千男 ・

　滝 沢 止 樹 ・中野　収，訳）．東京 ； 青木書店 ． （Mead ．

　G ．H ．（1934）．　 Mind ，　setf　and 　society」From　the ∫tand−

　point　of　a　 social　 behavion
’
st．　 Chicago： University　 of

　 Chicago　Press．）
永井　均．（1986）．｛

’
私♪の メ タ フ ィ ジ ッ クス ．東京 ： 勁

　草書房，

Nagel，　 T，（1986）．11te　 view 　fhom　 nowhere ．　 New 　York：

　 Oxford 　University　Press．
Neisser，　U ．（1993）．　 The 　self　perceived．　 In　U．　Neisser

　（Ed ．），7ke　Perceived　setft　Ecological　and 　interPersonal

　sources 　Of　seif一　knowteage （pp．3− 21）．　Cambridge； Cam −

　bridge　University　Press．

西村洲衛男．〔1978）．思春期 の 心 理 ： 自我体験の考察 ．

　中井久夫 ・山中康裕 （編），想春瑚 の 精神病理 と治療

　（pp．255−285）． 東京 ：岩崎学術出版社，

野 田 又 夫 （編 ）．（1967）．世界 の 名著 ： 27 デ カ ル ト．

　東 京 ：中央公 論社．

岡田康伸，（1992）．神秘体験．氏原　寛 ・小 川 捷之 ・東

　山紘久
・村瀬孝雄

・
山中康裕 （編），心 理 臨床 大事典

　（pp．1076−1077）．東京 ； 培風館．

RUmke ，　H ．　C．（1958）．Die　klinische　Dfierenzienung　inner−

　halb　der　Gruppe　der　Schizophrenien．ハJervenamt，29，
　 49 −53，

佐保田鶴治．（1976）．ウパ ニ シ ャ ッ 凡 東京 ：平 河 出版 ．

Spranger ，　E ． （1973），青年の 心 理 （土井竹治 ， 訳）．東

　京 ： 五 月書房 ． （Spranger，　E．（1932）．　 Aychotoga
’
e　des

　／ugendatters ．　Heidelberg：Quelle＆ Meyer 　Verlag．）
Subbotsky，　E．　V ．（1996）．7］ie　child 　as　a 　cartesian 　thinker：

　 Children’s　reasonings 　about 　metaPhysical 　asPects 　Of　reali 一

　 砂．UK 　Psychology　Press．

高 石 恭 子 ．（1989）、初期 及 び中期青年期 の 女 子 に お け る

　 自我体験 の 様相，京 都 大 学学 生 懇 話 室紀 要，19，29 −

　 41．

渡辺恒夫．（1992），自我の 発見 とは 何 か ： 自我体験 の 調

　査 と考察．東邦大学教養紀要，24， 25−50．

渡 辺恒夫．（1995a）．再論　自我 の 発 見とは何 か ；そ の 意

　義と 方法論的問題．菓邦 大学教養紀要，27，63−85．

渡辺恒夫．（1995b ＞．自我 の 発見 とはい つ ごろ の こ とか．

　 H 本教 育心理学会第 37 回 総会発 表瀚 文莫，477．

付記

　調 査 の 実施 に 当 た っ て 加 藤義信 愛知淑徳大学 教授 と

中村雅彦愛媛大学助教授 に，結果 の 整理 に 当た っ て 東邦

大学学生 （当時〕見市直子氏 に，それぞれ ご協力 い ただ

い た こ とに 謝意を表 します。

Wa 田 nabe ，　Tsuneo （Faculty　of 　Science
，
　Toho　University）＆ Komatsu，　EHchi（Doctoral　Research　Course　in　Letter，

Waseda 　University）．　 Ego−Expen
’
encer　A 　New 　Pers1）ective 　on 伽 P ω θ’opment 　of　Seif−　Cons‘iotcsness．　 THE　J細 ANEsE

JouRNAL　oF 　DEvEu 〕PMEN エAL 　PsYcHoLoGY　1999
，
　Vo1．10，　No．1，11−22、

’
lhe　present　study 　illustrated　the　unknown 　 featUres　of　Ego−experience （EE ），　In　this　study ，　EE 　was 　pro酒 sionally

de丘ned 　as　the　experience 　of 　in　congruity 　and 　uncertaintS ・ over 　self−eVident 　knowledge　of　the　seif．　 Undergraduate
students （243　females　and 　102　males ）completed 　a　questionnaire　about 　EE 　by　respondhlg “

yes
”

or
‘‘
no

”
to　19　states −

ments ．丁1コey 　then　chose 　their　first　and 　most 　impressive　experience 　items　and 　described　their　experiences 　witll 　free
responses ．　Factor　analysis 　and 　an 　evaluation 　of　the員rst　and 　most 　impressive　experience 　item　revealed 　4　subaspecbS

of　EE ：
“
ques廿on 　about 　the　basis　of 　the　self，

”“
awareness 　of　origina1 　uniqueness 　of　the　se】f

，

”“
separation 　of 　I　and 　me ，

”

and 　
“
sohpsistic 　skep 憧cism ．

”Acontent　analysis 　of　the 廿ee 　descriptions　suggested 　the　inter−relations　between　the　4
facters．　F  ally

，　this　study 　clarified　that　EE 　first　occurred 　in　childhood 　rather 　than　in　their　early 　adolescence ．

【Key　Wbrds】 Ego・experience ，　Self，　Questionnaire　method ，
　Undergraduates

，
　Childhood
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