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MAPSによる関係体験の比較文化的検討1）

（予備的研究）

筑波大学心理学系

台　　　利　夫

　　　　　　　　　　はじめに

　MA　P　S（Make　A　Picture　Sto工y　Method）は，背景

画によって被検者がある場面を想像し，そこに特定の役

割を演ずる人物画像を置き，関係を把握一体験して物語

をつくる投影法である。ごの過程は，想像を言語のみな

らず動作と画像で表すので，動作をしている間に場が変

り，また自らつくった画像配置によって認知が再規定さ

れ，はじめの想像が修正されるようなフィードバックを

も含んでいる・これは心理劇にも似ているが，実際生活

の場に近いことから，個人の関係体験の特性をポケット

版的ながら具体的。客観的に把えうる可能性を示すもの

である．

　従来からMA　P　Sは臨床領域で種々の病的人格に対す

る個別診断の道具として用いられてきた．それはこの検

査のもつ非言語的側面が，しぱしば言語表現に乏しい，

これらの被検者に適している点に拠ると思われる．しか

しこの側面はまた言語と生活様式を異にする諸民族の人

格特性を杷える，比較文化的研究の手段としても適する

ことを示唆する．主題投影法によるこの種の研究では，

TATを用いた場合がすでに報告されているが（我妻，

1964），MA　P　Sは，その中でも一層比較に好都合な条件

を具えていると言える．

　しかし，元来MA　P　Sの理論・方法・用具・解釈は，

アメリカにおいてアメリカ人の検査者と被検者を前提に

アメリカ文化とそれに基く人間行動や認知・思考に発し

ている。ごれを日本で実施した場合，結果について，ア

メリカ人に対すると同じ解釈法をそのまま当てはめるこ

とができるかどうか．それは単に背景画や画像の特性と

か物語の内容について言うのではたく，むしろ解釈の観

点に関するものである．

　たとえば主役的な画像への同一祝の理論はMA　P　S解

釈上の重要な手がかりになっているが，日本人相互の実

際の関係は，一般にアメリカ人の間で同一視を仮定しう

るようなものではない．アメリカで日本からの滞留者ρ

立場でアメリカ人のやりとりに接すると，本来隔てられ

た個別の自我が，特定の役割を通じて露わに表出するの

　1）　この研究は，日本社会心理学会第18回大会（1977）発表

の報告を加筆・補修したものである．

を見るのであり，同一視もそうした個別の自我と自我の

問ではじめてとりあげるものと考える（台，1976）1と

ころが日本人の場合，とくに親子の間ではむしろ幼少期

以来持続する共棲的symbioticな関係が顕著である．そ

れは学校や職場での人間関係にも時として出現するが，

この関係ははたして同一視の理論をもちごむごとができ

るかどうか問題である．

　本研究では，上言己のような問題を背景占しながら，と

くにMAP　Sを道具として，日本人とアメリカ人の反応

を比較し，日本人における関係体験の仕方をなるべく客

観的に把えるとともに，MAPS解釈上の留意点を確め

ようとするものである．

　　　　　　　　I．被検者と方法

　被検者

　アメリカ人の被検者は諸種の事情で僅かLか求めるこ

とができなかった．少数例によって反応の文化的差違を

把えるためには，対象者の選択に際して個人の人格特性

や精神健康度によって結果が大きな影響をうけたい工夫

をおこなわねぱならない．そこで両者ともに健常者と精

神障害者を含み，日本人の健常者例（学生）にはアメリ

カ人の健常者例（学生）を，日本人の精神障害者例には

アメリカ人の精神障害者例を組合せた．精神障害者につ

いては，精神分裂病・神経症。器質性精神病など診断名

毎の組合せを，破瓜型分裂病や強迫神経症など各疾病の

下位分類型をも配慮しておこなった．大別すれば，健常

者9組，精神障害者12組の計21組である1平均年令は日

本人24．O才，アメリカ人30．8才である．

　僅少例であるため，結果の意味をどごまで一般化でき

るかは問題である．また，日本人は男性13，女性8であ

るのに対し，アメリカ人は男性18，女性3で，同性の組

が13だけしかとれなかったこと，アメリカ人健常者につ

いては，原則として日本に留学して1年以内の学生2〕を

得るように努めたが，日本で検査したこと，アメリカ人精

神障害者例は，ShneidmanのMA　P　S手引（Shneid1nan，

1952）に掲載したものであることなどの問題がある．し

たがってこの報告は，1つの試行的。予備的研究として

位置づけられるであろう．

　2）上智大学外国語学部学生
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　方　法

　MA　P　SはShneidmanの教示した短縮版を参照した．

すなわち，検査者が順に提示する背景画は，居間。街路

・寝室。白紙および被検者自身の残りの背景画（18枚）

からの選択によるものを加えた5枚である．これらの背

景画はいずれも人物を欠くが（ただし寝室には人の頭と

も見れる黒い塊りがある），白紙を除き多少とも構成化

された場面を現している．

　　　　　　　　　I［．結果と考察

　反応結果はつぎのような3通りの手続きによって処理

した．

　1は，各事例をとくにMA　P　Sに現れた被検者の関係

体験の仕方に注意して通読し，日本人例とアメリカ人例

を比較し，両者の基本特性をとり出す．

　2は，置いた画像の数や種類など，非言語的表出の側

面に関して数量的に比較する．

　3は，事例で得た関係体験の特性をある程度類型的に

要約して，あらためて全事例の反応を整理し，比較する．

　1．事馴こよる比較

　日本人の特性とアメトカ人の特性の差は，まづ実際例

を通じて概括的に捉えることができる．以下に両者の特

性を典型的に示す事例をあげる．背景画は「居問」と「寝

室」のみをとりあげた．

　日本人学生P
　〔居問〕　画像F－5：両手を口に当てている女．C

－12：右手を拡げている男児，M－10：野球のバットと

箱をもつ男．C－11：胸に手を当てて笑っている男児．
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　〔寝室〕　画像　M－18：松葉杖をつく男．N－6：

白い洋服で靴をはく黒人女性，S－3：顔が書かれてい

ない女，C－12（前出）．

　物語　「親子3人家族で，父親が半年前に交通事故で

病院に入院するごとになった．半年病院生活を送ってき’

て，松葉杖ついて歩けるようになった．もう直ぐ退院だ

回珂
｝，、刃

　物語　「この人間関係は父母と子ども2人．今日はお

母さんが家で留守番をしている．父と2人の子が3人揃

ってデパートヘ散歩に行って，いろんなごとをして帰っ

てきたわげ．そしてドアを開げて，　『今日は本当に面白

かったよ』と話して，お母さんも口に手を当てて笑って

お父さんもお母さんにプレゼソト買ってき…簡単な挨拶

的なごとをまじえて，今日あったことを椅子にでも坐っ

て話しましょうかという．＜それで？（検査者）＞リビ

ソグノレームヘ行って家族団らん…」．

というごとで，父親は病室の中を歩くことを練習してい

ました．そこへ看護婦さんが見えて、『今日の気分はい

かがですか』ときいて，『今日は気持がよい』と行う．

看護婦さんが『お子さんと奥さんが見えています』と言

って，寝室に案内して，子どもが『パパもう直ぐ退院す

るの』ときいて，『そうだ．もう直ぐ退院するから待っ

ててくれ』と…．『ほんと』と嬉しそうに子どもは微笑

んで，親子3人で話すために看護婦さんは出ていった．

3人はほんと短い面会時間を楽しそうに話して，母と子

はお母さんが退院する日を楽しみに帰宅していった」．

　アメリカ人学生Q

　〔居問〕　画像　A－1：コッカスパニーノレの仔犬．

M－10（前出）．C－12（前出）　F－9：右手を右耳に当

てている女．
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　物語　「この居間では，一日のハードワークを終えて

多分，家族へのプレゼントを持って，帰ってきた，幸せ

そうな亭主を思い浮かぺられます．彼はプレゼソトをも

って帰って，何時も家族のことを思っているごと，そし

てどんなにみんなが好きかをみんなに想い起させようと
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しているのだと思います．忠実な犬も好きな主人を待っ

ています」．

　〔寝室〕　画像　F－2
女．

：衣服を脱ごうとしている

から？＞父は車に乗って会社に出かげる．

　〔寝室〕　画像　C－1：手を背後にまわしている少

女．F－6（前出）

回

rrζ
引
ri．
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　物語　『若い女性が友だちと一緒にベッドヘ入ろうと

しているとごろです．多分，彼女は彼を起して，自分が

戻って来たごと，そLて布団に今もぐりこんで眠ろうと

しているのを知らせるべきかどうかを考えているところ

です』。

　日本人学生Pの場合は，「一家団らん」の語に象徴化

されているように，誰が主役ということもなく，肩寄せ

合った生活を享受している．ところがアメリカ人学生Q

の場合には，配置した画像中の特定のものをとりあげ，

その人が愛情を与え，また求める場合が示されている．

物語の内容としても，実際アメリカ人では，目本人のよ

うに，父が子ども2人を連れてデパートヘ散歩にゆくと

いうようなことは多くはない．

　日本人分裂病者Y

　〔居間〕　画像　C－3：髪にリボンをつけた少女，

M－15：ズボソのポケットに右手を入れている男，　（前

出），F－6：エプロソをつけ，かがんで腕をあげてい

る女，C－12（前出）．
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　物語　「父が会社に出かげるところ．母が子どもたち

とともに見送るところ．ふつうの人で，気持がやさし

い．母はよく働く人で，子どもたちにやさしい・＜それ

　物語　「ある平和な家庭で，お母さんが娘に，明日学

校ですからもう寝なさい．娘がぐずついて，直ぐ寝よう

としない．でもやっぱり最後にはお母さんの言うことを

きく」．

　アメリカ人分裂病者C

　〔居間〕　画像　M－8：長い衣服を着けた牧師風の

男　F－1：裸体の女．N－3：新聞を読んでいる男．
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　物語　「牧師と女と…男がここで何かを読んでいるみ

たいだ．家みたいだ．ここに椅子がある．ドアが開いて

いて，外に車がある．床にじゅうたんもある．男は女の

ことを想い，また恐らく音楽の本を読んでいるみたい一

ラソプがそごにある．牧師は女のことを想っている．恐

らくこの女はまったく何も着てないと思う．裸なのは…

着てないのは罪だろうね．これでお終い」．

　〔寝室〕　画像　M－8（前出），F－5（前出），M

－6：手にピストノレをもって構えている男，N－2：お

手伝い風の黒人女，L－3：サソタクロース，N－1つ
ぎはぎの衣服を着けた笑いた黒人，F－1（前出）．

　物語　「黒いのが牧師，壁に絵がかかっている．彼女

（F－5）は手を顔の上にやって泣いている．多分，つ

いてない日だったんだ．夫がいたかも知れないげど棄て

られた．この女はアパートの小使いだろう．黒人…黒人
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ら述べられてきた．それはしばしぱ家族的な集団の中に

隠れつつそれを支えるものである．

　この研究においても，僅少例ながら，そうした傾向が

MA　P　Sを通じて計測可能な形で把えられた．この結果

は，日本人の主題投影法への反応の解釈に際し，従来の

アメリカの研究に見る精神分析的枠組への傾斜に注意を

促す．

　しかしMA　P　Sの他の諸側面，たとえぱ物語を読まず

に画像配置状況（F　L　S）によって解釈を試みることの

意義とか，画像の位置や画像間の距離などの諸特徴，語

り手の動作と物語の関連の検討などは，共通して活用で

きるところである．また今日の日本人の態度の多様性を

顧みるなら，単にアメリカ人との相違点のみを強調する

ごとはできない．つまり，固有性と共通性を併せて認識

して，一層弾力的に解釈することが必要になるだろう．

　　　　　　　　　＊　　　　　＊　　　　　＊

　本研究におけるアメリカ人学生被検者の選択に当って

は，上智大学外国語学部の大迫俊夫講師にいろいろお世

話になりました．深謝致します．
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SUMMA~Y 

A Cross-Cultural Study 0L 

Test 

Experience of Relationships 

A Preliminary Report 

on the MAPS 

T he 

Toshio Utena 

University of Tsukuba 

MAPS is a tllematic projective test, which, 

like psychodrama, has the se_tting, the perfor-

mance and the speaking all prese-nted in a live 

context. But the MAPS test developed in the 

U. S. is a product of American culture and 
thus has, as a prerequisite, the American tester 

and the American subject. A hero-oriented ap-

proach in the interpretation, L0r example, corre-

sponds to the American personality but does not 

necessarily corresp_ ond to the Japanese personality. 

Thougll the verbal as well as the non-verbal 
aspects of this test are appropriate to a cross-

cultural study, what are the implications 0L 
having Japanese subjects in the MAP~S' test ? 

The MAPS test suggests a certain human 
relationship, which is inferred, not only from 

the story but also from the fibaure location on 

the Background Picture. This study L0cuses at-

tention on the difference, proven by the mode 

of the experience of relationships, between Ja-

panese and Americans with a given test. The 

study included 21 American and 21 Japanese 
subjects, each group consisting of 9 normals and 

12 psychotic patients. 

For the Background Pictures, an abbreviated 

battery was used : Iiving room, street, bedroom, 

blank card and one other, which the subject 
was able to select freely. 

The results showed the following : the Ja-

panese subjects used more figures, on the whole, 

than did the Americans. The Japanese speci-
fically placed both child and animal figures with 

adult figures against 'the blank card', portraying 

peaceful and harmonious situations. And most 
of tlle human relations depicted in these situa-

tions appeared to resemble family relationships. 

On tlle other hand, against 'the living room' 

and 'tlle bedrroom', both grups placed eLpproxi-

mately the same murrLber of figures. Two eva-
luators, both clinical psychologists, after reading 

the figure loca_tion sheet and the story, determi-

ned whether the situations portrayed against 

these two backgrounds were modelled on an 
individualistic relationship or on a collective, 

family relationship. The Japanese group here, 

too, showed a greater tendency to collective 
orientation tllan the American . 

These finding may be of help in designing 

interpretations applicable to Japanese subjects 

in the MAPS test. 


