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展 　望

被援助志 向性 ， 被援助行動 に 関す る研究の 動向
3

水　野 　治　久
1

石　隈　利　紀
2

　我が 国 に お い て カ ウ ン セ リ ン グが 専門的 サ ービ ス と し て 認 め られ つ つ あ るが ， 援助を受 け る側 か ら の

被援助志向性や被援助行動に関す る研究は ほ と ん ど実施 さ れ て い な い
。

一
方で ， 米国 で は こ の 領域 に 関

す る研究は 20年ほ ど前か ら行わ れ て い る。米国に お け る被援助志向性 お よ び被援助行動の 研究を分類 し

た結果，1）デ モ グラ フ ィ ッ ク要因 との 関連，2）ネ ッ トワ
ー

ク変数 との 関連，3）パ ー
ソナ リテ ィ 変数 との

関連 ， 4）個人 が 抱 えて い る 問題 の 深刻 さ ， 症状 との 関運 の 4領域 に 集約 さ れた 。 研 究 の 課題 と して ，1）

他の 研究を踏ま え た 上 で の 援助志向性，被援助行動の 定義 の 必要性，2）被援助志向性が低 い 人 に 対す る

介入や被援助志向性 が 低 い 人 の た め の 援助 シ ス テ ム の 構築 へ 結 び つ く研究 の 必要性 が あげられる。こ の

よ うな研究を通 し て ， 我が 国 の 専門
・
職業的心理学 の 構築 の 必要性 が 示唆 さ れた 。

　キ ーワ ード ：被援助志 向性，被援助行動，カ ウ ン セ リ ン グ ・サ ービ ス ，専門 ・職 業心理学，学校心理

学

は じ め に

　我が国に お い て ， カ ウ ン セ リン グが社会 の中で専門

的 サ ービ ス と して 受 け 入 れ られ つ つ あ る。例え ば ， 学

校に お い て は ，
ス クール カ ウ ン セ ラーが制度化 され ，

援助方法や体制に関す る実践的な議諭が展開さ れ て い

る （例 え ば石 隈，1996 ；伊藤 ・中村，19．・9．8）。 近年 ， カ ウ ン セ

リ ン グ の対象で あ る児童 や 生徒 ， 学生 が カ ウ ン セ リ ン

グ ・サ ービ ス に対し て どの よ うな意識 を持ち，どの よ

う な 問題 を カ ウ ン セ ラーに相談 し た い の か を 明 らか に

す る調査が 小学生 欄 根 ら，1998）， 中学生・高校生 （石隈

小野瀬、1997），大学生 （金 沢・山賀，1998），留学生（水野，1998 ：

水野
・
石 隈，1998） を対象 に 展開 さ れ て い る。こ う した 議

論は援助を利用す るクライ エ ン ト側 か らの 視点 で あ り，

カ ウ ン セ リン グ ・サ
ービ ス が 我 が 国 で 専円的サ

ービ ス

と し て 確 立 す る た め に 必要不 可欠 で あ る 。

　 こ の よ うに ，個人 が カ ウ ン セ ラー
や メ ン タル ヘ ル ス

サービ ス な ど の 職業的な 援助者を どの よ うに 利用す るか

とい う こ と は，help−seeking 　preference，　help−seeking

behaviorと呼ばれ，米国 を中心 に 1970年頃か ら研究成果

が積み 上 げ られ て き た。

　そ こ で ，本稿 で は 文 献研 究 に よ り，help−seeking
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preference ，
　help−seeking 　behaviorの研究の 動向を概

観 し，
こ れ らの研究の課題 と今後の方向性を明らか に

す る 。 そ れ に よ り， カ ウ ン セ リ ン グ ・サービ ス な ど の

対 人 援助領域 の 墓 盤 と な る学校心 理 学 （石隈，1996 ）， カ

ウ ン セ リ ン グ心 理 学幗 分，1998 ）， 臨床心 理 学（下 山，ユ997）

な どの 心理学 に実証的資料 を与え る こ と を目指す もの

で あ る 。

文献検索の 方法

　文献検索は，Americall　Psychological　Associatiol1

の Psycho−Firstを使 用 し ，
　help・seeking をキ

ーワード

に ／994年 5月 か ら1997年 4月 ま で の 論文を検索 した 。

そ の 結 果3工6件 の 研 究 が 抽 出 さ れた 。そ の 中 か ら help−

seeking 　preference ，　 help−seeking 　behaviorを中心的

に 扱 っ て い る論文 65件 を抽 出 した。それ以前 の 研究 に

つ い て は
，

まず American 　Psychological　Association

発行 の 雑誌 か ら， 心理学，臨床心理学 ，
カ ウ ン セ リン

グ心理 学関連 の 雑誌 を選 び，1970年代 か らそ の 目次 を

あ た っ た、ま た，Psycho−Firstで 抽出 し た 65論文 に 重

ね て 引用 さ れ て い る論文 に っ い て は，American 　Psy−

chological 　Association発行 の 雑誌で な くて も，重要

な 論文 と判断 し，抽出 し た。以 上 の よ う な 段階 を経 て ，

help−seeking 　preference ，
　 help−seeking 　behaviorを主

と し て扱 っ て い る，1970年代，198 年代，1990年代 の

研究 を9／｛f・1：抽出し，最終的 に ／56論文 を対象 に 文献研究

を実施 し た 。
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被援助志向性 ，被援助行動の定義と尺度

1． 定義

　我 が 国 に お い て ， help−seeking と い う 用 語 が 最初 に

紹介 され た の は社会心 理 学の 分野 で あ る （相川，19S7）。

help−seeking は 「援助要請」 と翻訳さ れ ，社会心理学

の援助行動研究 の
一

部 と し て 研究が 展開さ れ て き た

（高 木，IY98）。
　 DePaulo （1983）は援・助要請の 典型 的 な ケ ー

ス を 「（1）個人 が問題 の解決の必要性が あ り，  も し他

者が 時間 ， 労力，あ る種の 資源 を費や し て くれ る の な

ら問題が 解決 ， 軽減す る よ うな もの で ，（3）そ の 必要 の

あ る1固人 が そ の他者に対し て直接的 に 援助 を要請す る

行動 で あ る 」 と説明 して い る 。

　次 に ，教 育心理学 の 分野 で は，中谷 （1998）が aca ・

demic　help・seeking を学業的援助希求 と翻訳 し， ［学

習 に お い て
， 困難 に 直面 し

， 自分 自身で 解決 が 難 し い

と感 じた と き，必要 な援助 を他者 に 求 め る行動 で あ る」

と説明 して い る。

　最後 に
，

カ ウ ン セ リン グ心理学や臨床心理学の 立場

か らの 定義 は ， Srebnik　et　al．（］996） が子 ど もの help・

seeking を「メ ン タ ル ヘ ル ス か 他の 公 的， 私的サ ービ ス

に 対して情緒的， 行動的問題 の解決の た め に 援助を求

め る こ とで あ る」 と定義して い る 。

　DePaulo （19s3） お よ び中谷 （1998 ） と Srebnik　et　al．

（1996 ）の定義を比較す る と ， DePaulo （1983 ＞よ り中谷

（1998 ） お よ び Srebnik　 et　al．（1996） の 定義が，援助者

と そ の 内容 を よ り限定的 に 捉え て い る こ と が わか る。

カ ウ ン セ リ ン グ心 理学 や 臨床 心 理学 の 分野 の help−

seeking の 研究を み る と，／）援助者をカ ウ ン セ ラー
や

メ ン タ ル ヘ ル ス の 専門家に 限定 し，援助内容 も情緒的，

行動的問題 を中心 に扱 っ て い る研究，2）援助者 に 教師

を加 え ， 学業 の 問題 や進路 の 問題 をその 範 囲 に 入れ て

い る研究な どが あ る 。

　 これ に 対 して 社会 心理学 の 援助行動 の 研究 で は ， 援

助者 を特定 せ ず，援助 内容 も拾 い 物 か ら臓器提供まで

をそ の 範疇 に 納 め よう と し て お り （松井，1981）， カ ウ ン

セ リン グ心理学や臨床心理学の研究と は本質的な違 い

が あ る。

　本研究 は，米国 を中心 に展開 さ れ て い る help−seeking

preference，　 help−seeking 　behaviorをカ ウ ン セ リン グ

心理学 お よ び 臨床心理学 の 分野 の 研究 の 流れ と位置 づ

け，諭 じ る 。援助内容 も情緒的，行動的問題 か ら学校

や職場 な ど現実場面 に お ける中心的な問題 〔学業 や 進路）

を含む も の とす る 。 （FIGURE　1参 照 ）。

FIGURE　1　被援助志向性 に 関す る各定義の 援助領域

　　　　 の 関連

　本研究 で は，
help−seeking 　preference を被援助志向

性 と 翻訳 し ， そ の 定義を 「個人 が ， 情緒的 ， 行動的問

題 お よび現実生活 に お け る中心的な問題 で ， カ ウ ン セ

リン グや メ ン タル ヘ ル ス サ
ービ ス の 専門家，教師な ど

の 職業的な援助者お よ び友人 ・家族な ど の イン フ ォ
ー

マ ル な援助者に援助を求め るか ど うか に つ い て の 認知

的枠組み」と す る 。 ま た ， 個人が この よ うな援助者 に

援助を求め る行動を被援助行動 （help−seeking 　bchavior）

とす る 。 こ の よ うに定義し た の は ， 本研究が ，カ ウ ン

セ リ ン グ ・サ ービ ス な ど の 対人援助 の 心理学 へ の 基礎

資料を与 え る こ と を Fi指す か らで あ る。

　な お ， 被援助志向性 ，被援助行動 の 上位概念 として

help−seeking と い う言葉 が あ るが ，こ れ は 従来 の翻訳

を踏襲 し，援助要請 とす る。

2． 尺度

　被援助志向性，被援助行動 の 研究 は Phillips（1963 ）の

研究まで 遡 る こ とが で きる。その後 ， Fischer＆ Turner

（ig70） が 専門的心理的援助 へ の 態度尺度 （The 　 Attitude

Toward 　Seeking　Protessional　Psychological　 I王elp　 Scale）

を発表 した。こ れ は ，
〈 専門的心理的援助の必要性の認識

（8 項 月 ）〉，〈 精神医学的援助 を受 け る こ とで 周囲か ら

汚名 を着せ られ る こ と に 対 す る耐性 （5 項 目 ）〉，〈自分

の問題 の他者へ の オープ ン ネ ス （7 項 目）〉 ， 〈メ ン タル ヘ

ル ス 専門家へ の 信頼性 （9 項 R ）〉 の 4 因子 か ら構成さ れ

る 尺 度 で あ る。尺 度全体 の 信頼性の 検定 と して ，．83の 高

い 内的整 合性， 再 テ ス ト法で は 2週 間で ．89， 8 週間

で ．84の 数値 を報告して い る。また ， Good　et　al．（⊥989）

は男子大学生 401名を対 象 に した 調査 に お い て ，
こ の 尺

度の クロ ン バ ッ ク α 係数 を．84と報告して い る 。

　Fischer＆ Farina （／995）は こ の 尺度 の 短縮版を作成

し， 1 因子構造，10項 目の 尺 度 と し て 改訂 し た。ク ロ
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ン バ ッ ク の α 係数で ．84，Fischer＆ Turner （1970 ＞の

尺度 と の 相 関係 数 と し て ．87， 再 テ ス ト法 （1ヶ 月後 ）

で ．80の 信頼性 を報 告 し て い る n

　 し か し，1970年以 降の 研究全 て が こ の 尺度を使用 し

て い る わ け で は な い
。 大学 に お け る勉強や 対人 関係な

ど の 問題領域毎に大学 の カ ウ ン セ リ ン グ セ ン ターに相

談す る か ど うか の 意図を質閊し て い る研
．
究（例 えば，Girn

et　aL ，1990 ；Kelly ＆ Achter，1995）， 5 っ の 情 緒的問題 を

抱えた事例 をあ げ，こ の 事例 の 主人公 は，医師，ソー

シ ャ ル ワ
ー

カ
ー，メ ン タル ヘ ル ス ケ ア の ど こ に 相談 に

行 くべ き か を質問し た 調査 （Tijhuis　 et　 al．，1990） も あ る 。

また ， 援助 を受 けた経験 の 期 間 も，過去 6 カ 月間 に 医

師 や 地域 の メ ン タ ル ヘ ル ス ク リニ ッ ク な ど に 援助 を求

め た か ど うか を質問して い る研究 （Phillips＆ Murrell、

1994）もあ れ ば ， 過去 1年間 に教 師や ス ク
ー

ル カ ウ ン セ

ラ
ー

な どへ 援助 を求 め た か ど うか を質問 して い る研究

（Schonert・Reichl ＆ Mul］er，　1996） もあ る。 こ の ように
，

被援助志向性や被援助行動 を測定す る 尺度 は多様な も

の が 使用 さ れ て い る。

被援助志向性 ， 被援助行動に影響 を及ぼ す変数

　研究 の 動向を 明 らか に す る た め に，文献研究か ら得

られ た 知見 を分類 した 。 そ の結果 ， 被援助志向性 お よ

び被援助行動 の 研究 の 知見 は，1）性差（延べ 31研 究），年

齢 （延 べ 20研究），教育 レ ベ ル ・収入 （延 べ 19研 究）や 文

化背景の 違 い （延べ 38 研究 ）の デ モ グラ フ ィ ッ ク要因 と

の 関連，2）ソー
シ ャ ル サ ボ ート （延 べ 23研 究）や事前の

FIGURE 　2　 被援助 志向性 に 影響 を 及 ぼ す変数 の 分類

　　　　 結果

援助体験 誕 べ 8 研究） な どの ネ ッ ト ワーク変数 と の 関

連 ， 3）自尊心 〔延 べ 10 研 究 ）， 帰属 ス タ イ ル （延 べ ユ5研

究）， 自己開示 誕 ベ ユ2 研 究）な どの パ ーソ ナ リ テ ィ変数

との 関連，4）個人 が 抱 え て い る問題 の 深刻 さ ， 症状（延

べ 36 研究 ）と の関連 ， の 4領域 に分類で き る こ とが 明 ら

か に な っ た （FIGURE　2 参照）。 以下 ， そ れ ぞ れ の領域に つ

い て，個別に紹介し て い く。 な お ， 本稿に お い て詳 し

く引 用 し た 比 較的 新 し い 論文 に つ い て は，要 点 を

TABLE 　1 に ま と め た 。

1． デ モ グラ フ ィ ッ ク要因

　デ モ グ ラ フ ィ ッ ク要因 で は
， 性差 ， 年齢 ， 教育 ， 収

入や文化背景 の 違 い と被援助志向性 お よ び 被援助行動

の 関連 に つ い て 調 べ た もの が あ る。

　（1）性差　被援助志 向性 ， 被援助行動 と性差 の 関運 を

扱 っ た研究 で は ， 女性 の 方 が 心理 的問題 で 援助 を受 け

る こ と に 肯定的な態度 を示 す こ と が 数 々 の 研 究 に よ り

確 か め られて い る （Fischer ＆ Turner，1970 ； Fischer ＆

Farina，工995；Garland ＆ Zigler，1994；Kessler　et　aL ，1981）e

し か し
一一

方 で ， 性差 に よ る 違 い が 認 め られ な か っ た と

す る研究 （Christensen＆ Magoon ，エ974 ；Parish＆ Kappers，

1979 ；Snyder　et　al、，1972） もあ り， 必 ず しも
一．・

貫した 知

見が得 ら れ て い る と は言 い 難い
。

　RickwoQd ＆ Braithwaite（1994）は 715名の 高校生 を

対象に調査 を行 い ，GHQ （General　Health 　Questi。 nnaire ）

得点 が 高 い グル
ープ 196名 だ け を抽 出 し，過去 12週 間以

内に どの 程度心理 的な問題で 援助 を求め た か を重 圓帰

分析 に よ り明 ら か に し て い る。そ の 結果，女性で あ る

こ と，メ ン タ ル ヘ ル ス の 状態 を 開示 す る 人 が よ り援助

を求 め て い た 。 こ の 結果 は，症状 と い う変数 を統制 し

て も，女性の 方が援助を求めやす い こ と を示 して い る。

す な わ ち
， 女性 の 方 が 男性よ り症状 が 重 い の で 援助 を

求 め る の で はな く，女性 で ある こ とが直接 ， 被援助行

動 に 関連 して い る と言 えよう。

　Good　et　al．（］989） は ， 男子大 学生 401名を対 象に調

査 を実施 し， 他の男性に 感情や情動を表わす こ とへ の

心配 とい う伝統的な男性の 役割意識 が心理専 門家 へ 援

助 を求 め る こ と に負の関連があ っ た と し て い る 。
こ の

ように性 に まつ わ る役割意識 が被援助志向性 お よび被

援助行動 に 関連 して い るの で あれ ば，援助 を受 ける個

人 が 性役割 を ど の よ うに 捉 え て い る か を考慮 に 入れ る

必要 が あ る。

　  年齢　次 に 指摘 さ れ て い る変数 は年齢 で ある。18

歳以 上 の 4 ，184名 を 対象 に 調査 を 実施 し た Leaf　 et 　 al．

（ユ987）は，若者 （18〜24歳） と高齢者 （64　ue以 上 ）は，中

年 と比較 し て メ ン タ ル ヘ ル ス サービ ス を受 け な い と指
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TABLE 　1　米国 に お け る 被援助志 向性，被援助行動 に 関す る 主な研究 の ま とめ

宅

El

1

2

3

4

5

6

7

8

9

G1

研究名

Rick「Vood
＆　Brai亡h．

气vaitep　1994

Schonert．

ReichI＆

MutLer，1996Leaf
　et　ul，

Igs7Phillips

＆

Murr 巳ll，
lD9，1Tijhuis

　 e し

al．，　lggo

Tcdeschi
＆　WilIs，
1993Mau

＆Jep−
sen，19．　go

Tata＆
Leong，199・

i！tkinsen＆
Gim，　IYS9

Gim　 et　al．，
1ggo

11GoedimanLetaL
、1984

L

ユ2

13

14

旧
蓼1

IIa［鍔bi　etal

．，1987

Robbins，
1981Garland

＆

Zlgler，
1994Kelly

＆

Achter，
1995

　　対象者

高校 3年牛ア15

名

中学 2年生〜高

校 3年生 の221

名

18歳以上 の

4、184名

55歳以上 の高齡

者240名

オランダの

10，1了1名　40％

カ9
’
Z5歳〜44歳

ユ14名 の 学部 学

生 （アジア系66

名，　白ノ、 4B名）

アメ リカ人学生

148名，中国人学

生10路

219名の中国系

アメリカ人の大

学生

557名のア ジ ア

系アメ リカ人の

大学生

816名の アジ ア

系ア メ リカ人

カウン セ リン グ

1を希望 した50名
と統制群50名

大学生429名か

ら，うつ 得点で

lZ6名を抽出

大学生300名

97名の中学焦と

101名の高校生

研究⊥：大学生

25銘
研究2 ：自己隠

蔽尺度の 高得点

者・低得点者S3

名

　　主な独立変数

GHQ ，ネ ッ 1・ワーク，
医師へ の信頼感，私的

自己意識特産，自己闘

示

自己価f直，　自己意識，

Locus　of　Contrσ1

デモ グラフ ィ ッ ク変数

主 観的幸福感，ソー

シ ャルサポ
ー

ト， 健康

状態

対人ネッ トワークの 特

徴， オ
ー

プンネス ， デ

モ グラフ a ッ ク要因

国籍

デモ グラフ ィッ ク要因

米国文化へ の文化変容

の程度，杜会的ネッ ト

ワーク，個人主義の程

度

米国文化へ の文化変容

の程度

米国文化へ の文化変容

の程度

カウンセ リン グの経験

被援助行動， うつ 傾向

原因帰屡

帰属スタイル，自己効

力感，うつ傾向

研究 1 ：自己隠蔽

研究 2 ：カウンゼ リン

グに 自己開示を伴うか

どうか

　　　主な従属変数　　　　　

過去12週間以内に心理的問　被

題で援助を受けたか　　　度

　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　合

　　　　　　　　　　　　助

　　　　　　　　　　　　度

過去 1年間の被援助行動　年

〔母親，父親，専門家等）　　て

メ ンタル ヘ ルス サービスに

対す る態度

過去 6カ月以内のメン タル

ヘ ル ス の問題での被援助行

動

情緒的問題の事例を5 つ 示

し， 医師， ソ
ー

シャ ル ワ
ー

カ
ー，メン タル ヘ ル ス サ

ー

ビスのどこに相談に行くべ

きかを質問 した

援助者の順位付け，好みの

カウンセ ラ
ー

の特徴， 被援

助志向性

若

援

主観的幸福感の低い

ソ
ー

シ ャル ザポート

メンタル ヘ ル ス の専

入が高く，メン タル

事柄の開示控の高い

留学生と白人学生の

なかっ たが，アジア

上の カ ウン セラ ーを

問題毎の理想的な援助者を　職業・教育閲題で は留掌生は 「友人1，アメ 1丿力人学生は 「指導教官」を選択

友人，指導 精

ラー，精神

被援助志向 を

　　　　　 連

　　　　　

被援助志向 ／），

を

開示する程度が高い 。

24の領域で問題を経験して

い るかどうか 辷その問題に

おける被援助志向性

文化変容得点の低い 人か 中程度の人は
， 得点の高い人と比較して，カウ ンゼ

リン グに行く意欲が高い 。

ス トレス フル な出来事の程

度t ソ
ーシャ ルサポート

カウ ンセ リングを受けた人は，成績が低く，ス トレス フル な出来事の否定的

な影響が多 く，肯定的な出来事及びその影響，ソーシ ャル サポートが少なく，
家族との付き合いに 乏しか っ た，

1
専門的心理的援助へ の意図 うつ得点が高い人はそうで ない 人 と比較して専門的な心理的援助 を求める意

図が強か っ た。うつ得点の高い人の 中では，援助を受けた経験のある人が，
専門的な心理的援助を求める意図が強か っ た。

精神科医・心理 学者へ の　問題の原因を 「本人の素質、に帰属する傾向 と精神科医や心埋学者の援助を

サービス利k　　　　　 利用する傾向は：直の関連を示 した。

被援助志「司性 うっ 傾向，内的 （internal）で永続的 （stable）　で全体的 （global｝な帰属ス

タイル の傾向の強い 人は援助を求めるこ とに対して否定的な態度を持ちやす

い。自己効力の 高さ と被援助志向性は肯定的な関連が認め られた。

研究1 ：被撮助志向性，カ

ウン セ リングへ の 意図

研究2 ：カウンセ リン グに

対する好意度

研究 1 ：自己隠蔽得点の 高い 人は被援助志向性は低い が，カウン セ ラ
ー

に相

談する意図は高か っ た。

研究2 ： 「カウン セ リン グに 自己開示を伴う」とい う解説を読んだ，自己隠

蔽得点の高い 人はカウ ンセ リン グに対して好意的でなか っ た、「自己開示につ

い て触れてい ない 解説」 を読んだ入は両変数の関達は認められなか っ た。
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摘 し て い る。 Schonert−Reichl＆ Muller （1996）は 13歳
〜18歳 ま で の 221名 に 対 して ， 専門家 （教師，ス ク

ール カ ウ

ン セ ラ
ー，コ

ー
チ，校長 な ど）へ の被援助行動に関す る 調査

を行 い
， 年齢 の 高さが援助を求め る人を判別す る指標

に な っ た と して い る。

　 Phillips＆ Murrell （1994） や Rickwood （1995） も指

摘 す る よう に青年期や高齢者の研究は少な く， 年齢に

よる被援助 志向性 ， 被援助行動 の 違 い を結論づ ける に

は 更 な る調査 の 積み 重 ね が 必要で あ る が ， 年齢 と被援

助志向性 ， 被援助行動は関運が あ る 可能性が あ る 。

　 （3＞教育 レベ ル ・収入 　／0，171名 の オ ラ ン ダ人 を対象

に調査 を行 っ た Tijhuig．　et　al．（】990）は，メ ン タ ル ヘ ル

ス サービ ス へ の 被援助志 向性 に 関連 の あ るデ モ グ ラ

フ ィ ッ ク 要因 と し て ，高 い 学歴 と収入 をあげて い る。

子 ど も に っ い て も，両親 の 教育や社 会経済的地位 が低

い 場合は メ ン タル ヘ ル ス サ
ービ ス を受 ける可能性 が低

くな る と の 調査結果 も ある 〔Saunders　et　ai．，1994）、，

　 子 ど もの 情 緒的，行動的問題 に お け る援助要請過程

の研究を レ ビ ュ
ーした Srebnik　et　al．（1996＞ は ， 収入

な ど の 祉会経済的地位 と の 関連 は ， 「曲線 モ デ ル 」つ ま

り， 社会経済 的地位 の 低 い 人 と高 い 人 の メ ン タ ル ヘ ル

ス サービ ス の 利用率が高 く， 中程度 の 人 の メ ン タ ル ヘ

ル ス サ ービ ス の 利用率 は低 い と指摘 して い る 。 こ の よ

うな調査結果 は ， 教育 レ ベ ル や 収入 の被援助志 向性，

被援助行動 へ の関連 を示唆す る もの で ある。

　（4）文化背景の 違 い 　米 国 で は ア ジ ア 系 ア メ リ カ人 は

心理 的 サ ービ ス や メ ン タ ル ヘ ル ス サ ービ ス を利用 しな

い と指摘 され て きた （Sue，1977 ；Suc＆ Sue，1974；Yamam 。tQ，

1978）。ま た ， 米国に お け る マ イ ノ リテ ィ は 同国人 か ら の

援助者 〔Tedeschi＆ Wills，1993）， 民族的治療 （Folkmedi ．

cine ） （1
’
adi ］la　et 　 al．，1975） を好む と の 指摘 もあ る。

　 Mau ＆ Jepsen（1990） は，大学院 に 在籍す る 中国人

留学生 ／02名 と ア メ リカ人学生 148名の 理想的な援助者

を比較 し た 。 対象者は，問題領域 ご と に 理想的な援助

者を 友人 や 指導教官 ， カ ウ ン セ ラ ーや精神科医な どか

ら選択す る よ うに 指示 さ れた。そ の 結果 ， 10項目の 問

題領域 の うち 8 項 目で は
一

致 し， 2項 目つ ま り職業 ・

教育 的問題 ， 精神病 理 で 両者 は 異 な る 援助者を選択し

た 人 が 多か っ た 。 具体的 に は，職業 ・教育 的問題 に お

い て留学生 は 「友人 」 を，ア メ リカ 人学生 は 「指導教

官」 を， 精神病理 で 留学 生 は 「援助者 な し」 を ， ア メ

リカ 人学生 は 「精神科医」 を選択 し た 人 が 多 か っ た。

こ の 結果 ， 2項 目で あ っ た が留学生 と現地学 生 の 被援

助志向性 は 異 な り， 留学生 は キ ャ リ ア や 学業 の 問題 で

はイ ン フ ォ
ーマ ル な援助者を利用 し ， 精神病理 の 問題

で は 援助 を求めな い 傾向があ る と言え る 。

　 異 な る 文化 の 価値観 が 被援助志 向性に関連 が あ る の

で あれ ば，米国文化 の 価値観を よ り取 り入 れ て い る 外

国人 は援助 を求 め る こ とに積極的 で あ る可能性が あ る 。

Tata ＆ Leong （19．・9・1）は ， 2／9名の 中国系ア メ リ カ．人 の

大学生を対 象 に 調査 を行 い
， 米国文化へ の 文化変容 の

程度 が 被援助志向性 と有意 な関連を 示 し た と し て い る。

こ の こ と は ，
Atkinson ＆ Gim （1989） の 調 査 で も確 か

められ て い る が ， 従来の研究成果 と矛盾する結論を見

出 して い る研 究 （Ghn　et　al ．，1990 ） もあ る の で 関連 を断

定 す る こ と は で き な い
。 しか しな が ら

，文化変容 に よ っ

て個人 の価値観の ど の 部分 が 変化 す るの か を細 か く解

明 し， 価値観 と被援助志向性の 関連 を明 らか に す る必

要 が あ る 。

2． ネ ッ トワー
ク変数 と の 関連

　 こ こ に は，対人 ネ ッ トワ
ー

ク と 被援助志向性お よ び

被援助行動 の 関連 を扱 っ た研究 が 分類 さ れ た 。 具体的

に は D ソーシ ャ ル サ ポ
ー

ト， 2）事前の被援助体験 との

関連 で あ る 。

　（1）ソーシ ャ ル サポ
ー

ト　調査結果をみ る と ， 専門家

に援助を求 める人 は ソ
ー

シ ャ ル サ ポートが少 な い と言

わ れ て い る。米 国 の 大学 の カ ウ ン セ リ ン グセ ン タ ー
で

カ ウ ン セ リ ン グを希望 した 50名と カ ウ ン セ リン グ を受

けた こ とがな い 50名を比較 した Goodman 　et 　al ．（1984）

は ， カ ウ ン セ リ ン グ を 受 け た 人 は ソー
シ ャ ル サ ポ ート

得点 が 低か っ た こ と を 明 らか に して い る。また，Phi工・

lips＆ Murrell（1994 ＞ は，医師，地域 の メ ン タル ヘ ル

ス セ ン ター
， 牧 師に 過去 6 ヵ 月間，メ ン タ ル ヘ ル ス の

問題 で 援助 を求め た 高齢者120名 お よ び ，統制群 として

援助 を求 め た こ と が な い 高齢者120名 を縦断的 に 調査

し た。そ の結果 ， 援助 を求 め た 人 とそ うで な い 人 を判

別す る変数の 1 つ と し て ソー
シ ャ ル サ ポ ー

トの 欠如 を

あげ て い る。

　  事前の 被援助体験　 メ ン タル ヘ ル ス サービ ス と の

事前の接触体験 も被援助志向性や被援助行動に肯定的

な 関連が あ る。Ilalgin　et ．　 al （1987） は ， 大学生429名
を対象 に 調査 を行 い ，BDI （Beck　Depressi・n　lnventory ）

得点 と被援助行動 の 有無 に よ り126名 を実際 の 分析の

対象 と し た。そ の 結果，うつ 傾 向 の 高 い 学生 の 中で も

援助 を受 け た 経験 の あ る入 は
， 援助 を受 け た経験の な

い 人 よ り ， 専門的な 心理的援助 を受 けよう と す る 意図

が高か っ た と して い る。事前の 専門家 との 接触 は ， 他

の 研 究者 も同 じ よ う な 結論 を見 出 し て い る （Surgen。r，

1985；Zeldow ＆ Greenberg，1979）。 この 他 に も，メ ン タル

ヘ ル ス サ ービ ス で働 い て い る知 り合い が い る こ と と被
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援助行動は関連が認め られ た （Tijhuis　et　al．，199〔〕）。

　 こ の よ う な 結果 は，精神科医 や カ ウ ン セ ラーと の 接

触場面 を設定す る こ と に よ り被援助志 向性や被援助行

動を高め て い け る可能性を 示 し て い る 。

3、 パ ーソ ナ リテ ィ 変数

　被援助志向性 ， 被援助行動 とパ ー
ソナ リテ ィ 変数 の

関連 を調 べ た 論文 をみ る と，1）自尊心 ，
2）帰属 ス タ イ

ル ，3）自己開示 との 関連 が 主 に研究さ れ て い る こ とが

わか る。

　（1）自尊心　自尊心 の 低 さ が援助 を求 め や す い こ と と

も関連 す る こ と は社会心理学 の 研究者に よ っ て 指摘 さ

れ （Fisher　et 　al．，　1982＞， カ ウ ン セ リ ン グな ど の援助場面

に お い て も同 じ様 な 傾 向が 確認 さ れ て い る。Gross　et

al ．（1979）は ， 大学生 や教職員の女性6，955名に対 し て グ

ル ープ カ ウ ン セ リ ン グへ の勧誘 を手紙で 行 い ，実際に

グ ル ープ カ ウ ン セ リ ン グ に 参加 し た 23名 と手紙 の 返 信

を し な か っ た 31名 に対 して パ ーソ ナ リ テ ィ テ ス トを実

施 し， グル ープ カ ウ ン セ リ ン グ に参加 した 人 の 自己受

容得点 が 有意 に 低 か っ た こ と を 報告 し て い る。最近 の

研究で は ， Schonert−Reichl＆ Muller（⊥996）が 13歳〜18

歳ま で の 221名に対 し て，過去 1年間 の 専門家（教師，ス

ク
ール カ ウ ン セ ラ

ー，コ
ー一

チ，校長 な ど）へ の 被援助 行動 に 関

す る調査 を行 い ，自己価値 お よび 自己意識得．点 の 低 さ

が 援助を求 め る 人 を判別す る指標 に な っ た として い る。

Miller（1985） も ， ア ル コ ール 中毒者 の 治療 へ の 動機づ

けを中心 に 文献 レ ビ ュ
ー

を行 い ，自尊心が低 い こ とと

援助 を求 め る こ と は関連 が あ る と結諭 づ けて い る。

　  帰属ス タイ ル 　外的な帰属 ス タ イ ル が被援助志 向

性 や被援助 行動 に 否定的 な影 響を及 ぼ す こ と は Fis・

cher ＆ Turner （1970） の 調査 に より既 に そ の 関連が確

認さ れ て い る 。 し か し な が ら ， 最近の研究で は一
貫 し

た結論 は見出さ れ て い な い
。

　大学生 300名を対 象 に 調査 を実施 した Rebbins（1981＞

は ， 大学の カ ウ ン セ リ ン グセ ン タ ーに持 ら込 ま れ た 75

の 問題 の帰属を 「そ の人の 環境 亅か 1そ の 人個人 の素

質 1 に あ る の か を質問した 。 そ の 結果 ， 問題 の 原因 を

「個人 の素質」に帰属 し た 人 は ， 精神科医や 心 理学者へ

の援助利用 の 程度 と正 の関連が あっ た と し て い る 。

　 しか し な が ら，97名の 中学生，101名 の 高校生 を対象

に した Garland ＆ Zigler（1994）は ， うつ 的な帰属 ス タ

イ ル で あ る内的 （internal） で永続的 （stab ］e ）で 全体的

（gl。bal）な帰属 ス タイ ル の 人 は援助 を求め な い と し，矛

盾す る謂査結果を報告し て い る 。

　（3）自己開示 　Fischer＆ Turner （1970 ）は専門的心 理

的援助 へ の 態度尺度 の 中 に 自己 開示 に 関す る因子 を見

出 して い る。最近 で は ， Tijhuis　et　a1．（ユggo）が メ ン タ

ル ヘ ル ス の 専門家へ の被援助志向性と関連が あ っ た と

して い る。

　Kelly ＆ Achter （1995） は 大 学生 256名 を 対 象 に ，秘

密 を多 く隠蔽す る 自己 隠蔽 と被援助志向性 の 開連を調

査 し， 自己隠蔽得点の 高い 人は被援助志向性が低 い こ

と を明ら か に して い る 。 しか し，実際 に カ ウ ン セ ラ ー

に相談す る か ど うか の 意 図を質問 した と こ ろ ， 自己隠

蔽得点 と は肯定的な 関連が あ り，両者 は矛盾 す る 結果

で あ っ た。そ の 後，研究 2 と して 「カ ウ ン セ リ ン グが

自己 開示 を伴 う」とい う解説 と，「自己開示 に つ い て触

れ て い な い 解説」 が 記載 さ れた別 々 の 調査票 を ラ ン ダ

ム に 大学 生 に 配布 し た。分析 は 自己隠蔽尺度 の 高得点

者1／4と低得点者 1／4の 83名 に 対 して 実施 さ れ た、そ の

結果，「カ ウ ン セ リン グ に 自己開示 を伴 う」とい う解説

を読 ん だ，自己 隠薇得点 の 高い 人 は カ ウ ン セ リ ン グ に

対 し て 好意的 で な か っ たが ， 「自己開示 に つ い て触れ て

い な い 解説」 を読 んだ人 に つ い て は ， 両変数 の 関連 は

認 め られ なか っ た 。
こ の研究は 自己開示 へ の 恐れ が カ

ウ ン セ リ ン グを受 け る こ とへ の 意識 と関連が あ る 可能

性 を示 して い る。

4 ． 個人 の 問題 の深刻 さ ・症状

　個人が抱え る問題や 症状の深刻さ と被援助志向性，

被援助行動 は概ね 関連が あ る とす る結果 が 出 て い る。

抱え て い る問題が大 き けれ ば援助 を求める可能性 が 増

え る こ と は 理解で き る 。

　例え ば ， Phillips＆ Murre ！l　 q994） は，55歳以上 の

高齢者の 調査か ら望 ま な い 出来事 の 多さ と被援助行 動

は関運が あ る と し，援助を受 けた 人 が よ リス トレ ス フ

ル な 出来事 （死 別，離婚 か 離職，新 しい 病 気 ）を経験 して い

た と報告 して い る。

　Rickwood ＆ Braithwaite（1994） は ， 715名の 高校

3 年生 に 対 して 調査 を実施 し，症状 は心 理 的問題 で 過

去 ／2週間 に 「援助 を求 めた経験」 と 「専門家 住 治医，

メ ン タル ヘ ル ス サ
ービ ス ， 教育的サ

ー
ビス ）に援助 を求 め た経

験 」の 両方 に 関連が あ っ た と して い る。しか し ， Rick−

wood は後 の 調査 （Rickw ・。d，1995）で ， 平均年齢17．4歳
の 青年期 の 若者 334名 を対 象 に 5 度 の 縦断的調査 を行

い ，友人，家族，専門家 （主 治 医．メ ン タ ル ヘ ル 7・サ ービ

ス
， 教育的 サ

・一ビ ス ）へ の 被援助行動 と GHQ （General

Hcalth　Questiennaire）との 関連 を調査 し た 。 そ の 結果，
一時期 を除 い て 有意 な関 連 が み ら れ ず ， Rickwood

（1995＞ は両者 の 関連 は確認 で きなか っ た と結論 づ け て

い る 。 こ の よ う に
一

貫 した 結論 が 出 て い る わ け で は な

い が ， 症状 そ の も の が 被援助行動 と 強 い 関連 を示 し て
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い る の で あれ ば
， 今後 は こ の 変

．
数 を統制す る な ど

， 被

援助志 向性，被援助行動 の研究 方法 を工 夫す る必 要が

ある。

　　　　　　　研究の 課題 と方向性

　以上 ， 被援助志 向性 お よび被援助行動 に 関す る研究

を概観し た 。
こ こ で は ， 研究の課題 と今後の 方向性を

指摘 した い
。

　既存研究の 中に は援助 に 対 す る 意識 を測定 して い る

研究や ， 援助 を受 け た経験 を質問し て い る研究が あ る 。

ま た ， 援助者 も カ ウ ン セ ラー
， メ ン タ ル ヘ ル ス サ ービ

ス の 医師，教師， 家族 と
一

定 し て い な い
。

　 こ の よ う に 被援助志向性 ， 被援助行動の 概念 は多様

で あ る 。 こ う し た多様性 を踏 ま え た 上 で ， 研究者は各

自の 被援助志向性 ・被援助行動を定義す べ き で ある 。

こ うす る こ と で，個 々 の 研究 が 何 を測定 して い るの か

が 明 らか に な り，そ れ が 結果的 に 尺度 を検討す る こ と

に 繋 が る。ま た，被援助志 向性 と被援助行動 の 関連 も

検討す る必要 がある。志 向性 と行動 はどの 程度関連が

あるの か，志 向性 を ど の 程度 あげれ ば行 動 に 結 び つ く

の か を明 ら か に しな け れ ばな ら ない 。

　次 に ，
こ の 領域 の 研究が 実際 の カ ウ ン セ リン グ・サー

ビス な どの 対人援助実践 の 基盤 として 貢献 すべ き方向

で 研 究 の あ り方 が 工 夫 さ れ る べ きで あ る。具体的 に は，

1）被援助志 向性が低 い 人た ち に 対 して ， 志 向性をあげ

る活動 ， 2）援助 ニ
ー

ズが高 い に もか か わ らず ， 被援助

春向性が低 く援助 を受 け な い 人 た ち を対 象 と した ， 被

援助志向性が低 くて も利用可能な援助サ ービ ス を開発

す る こ と を念頭 に お い た研究が積み 上 げ られ る 必要が

あ る 。

　そ の た め に は まず， 文献研究か ら示 1唆 さ れ た 介入 の

た め の 変数を 1 つ 1 つ 検討す る必要が あ る 。 1）被援助

志 向性 を あ げ る こ と を 目指す 研究 と し て は ， カ ウ ン セ

ラー
に よ る 心 理 教育 の 講義を 受 け て い る こ とが カ ウ ン

セ ラー
へ の 被援助志向性をあげ る か ど うか，自尊心 を

脅か さ ず に カ ウ ン セ リ ン グ を 受 け る た め の サ ービ ス 要

因 は何か ， と い っ た 課題 が 考え ら れ る 。 2）被援助志 向

性が低 く援助を受け な い 人た ち を対象と した 援助サ ー

ビ ス の 開発 を 目指す研究 に つ い て は，例え ば，日本人

の カ ウ ン セ ラーに援助を求め た が ら な い ア ジア 系留学

生 に ， 同国人 の ピ ア カ ウ ン セ ラーを配置す る試み ， カ

ウ ン セ ラ ーに 自分 の 問 題 を 開 示 す る こ と に 恐 怖感 の あ

る人 に対 して は ， カ ウ ン セ ラーが 自己開示 を伴わ ない

現実的な生活 の サ ポートをす る こ とで ， 本人 を援助 す

る 試 み な ど が 考 え られ る。

　 こ の よ うな 試 み は
，

カ ウ ン セ リ ン グ ・サ ービ ス な ど

の 対人援助領域 へ 実践 的資料 を与 え，こ れが ，学校 心

理学 （石 隈，19．・96），カ ウ ン セ リ ン グ心理 学 （國分，1998），

臨床 心理学 （下 山，1997）な ど を 中心 と し た 実践 の 科学 と

して の 心理学の発展 を促す もの で あ る。
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     Help-Seeleing Preferences and  ffelp-Seentng Behaviors :

                           An  Overview of Stzadies
ll･IRriimM ,lintifvo  abTolstithstif LlevT'LERstT}V ,4A- lbsw'om  Iymav,tiA fU,wl･EreorTl' oF 71sL-'vml Mai-,wsc .iot,ve,v･IL oF JinvQ･lrrm,,IL kl'amLocyz J999, 4[', ,i,,,'V--53g

  Counseling services  are  now  considered  to be professional activities  in Japan, yet little attention  has been

paid te studies  of help-seeking  preferences  and  help-seeking behaviors. Research  on  these topics has  been
conducted  over  the last 20 years  in the United States. In the present  article,  studies  of  help-seeking

preferences and  help-seeking behaviors in the United States are  classified  into 4 categories  : 1) demographic

variables,  2) network  variables,  3) personality variables,  and  4) one's  own  symptoms  or  the seriousness  of  the

preblems. 1-he focus of  further research  should  be 1) on  consistency  in the definition of  help-$eeking

preferences  and  help-seeking behaviors, and  2) on  intervention  methods  for increasing  help-seeking prefer-
ences  and  on  helping systems  for those people who  prefer not  to get help from  counseling  services. It is

expected  that professional  psychology  services  will  develop in Japan through  such  research  on  help-seeking

preferences  and  help-seeking behaviors.

   Key  Words  : help-seeking preferences, help-seeking behaviors, counseling  services,  professiQnal psychol-
ogy,  school  psychology
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