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 In psychotherapeutic imagery interview, the clients often produce more than two 
selves. Such plural selves are regarded as subsystems of total personality , and their 
characeristics and dynamic processes are largely corresponding to those of actual 

pathological double-personality. 
 In this paper, we have examined 9 cases of experimental or training imagery inter-

view in which double selves were observed. Many phases of dynamics of seperation 

(or differentiation) and integration as well as other characteristics were found. 
These are regarded as the products of the imagery situation  which strengthens 

the so-called "primary process" of the depth and allows flexibility in the 

structurization. Also, it is regarded that not only the incongruent parts (especially 

caused by the repressed strong affcts or negatively valued desires) are structurized 
as the subsystem (due to defense mechanisms), but also the complexity , variety or 
potentiality of human nature needs plural sub-systems  in healty personality.
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序 説

自己の形態も,ま た知情意を伴ったその内

容も,一 定のシェマによって構造化されたも

のである.す でに我hは,常 識的な意味での

個汰的自己が絶対的なものではな く,社 会的

・文化的条件によって(そ してそこに生きる

姿勢によって)構 造化されたものであ り,条

件が違えば,ま った く違った自己や存在の感

覚が生 じることを多 く見てきた(前 巻論文,

有斐閣 「人間学」,社 会思想社 「自己探求の

心理学」).一 方,病 者における自己崩壊,そ

の他薬物などで自我が弱められた状態におい
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て,構 造化以前のカオス的な状況が観察され,

それが時には現実的構造化によって切 り捨て

られている人間性の深層ないし本質を示して

くれることもみてきた.健 常者におけ る夢分

析やイメー ジ面接においても,た とえば時間,

空間 という現実形式が ごえられ,そ れ以前の

原点を体験させてくれると同時に,(た とえば

未開社会人にみられるような)異 った タイプ

の時間,空 間体験を垣間見せて くれることが

ある.「すなわち我hは,「 構造化以前の(構 造

化の度の弱い)世 界の内容的元型を知 るため

にも,ま た我々の常識とは異った仕方で構造

化 された世界や 自己の形態を知るためにも,
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定

夢やイメージに依存するところが大きい.特

にイメージ面接では,カ オス的状態に自らを

置 くような場合 と,異 った構造化原理を垣間

見るような場合の双方がかな り明確に観察 さ

れる.

本論は,自 己構造の研究(と くに常識的個

人的自己以外の構造化の研究)の 一環として,

人格分離 ・多重人格化のメカニズムを中心に,

自己のダイナ ミックスを,イ メージ面接例を

通 じて明らかにしようとするものである.ク

ライエント(以 下CIと 略す)は,い ずれも健

常者で教育分析ないし実験的自己分析の中で

多重人格を示しだもの,す なわちイメージ面

接の中で同時に2人 以上の人物が登場 し,そ

のいずれもがある程度 「自分」として感 じら

れた ものである.

以下イメージ面接の内容の要約を記 し,そ

の解釈 と人格分離の考察を行 っていくが,わ

か り易くす るためCI自 身すなわち語 り手をS,

CIがidentityの 最も高い登場人物だとみなし

た人物を第1人 格S',次 に高いとみなしたも

のを第2人 格S"とする.第3人 格的なものが

登場する例もあるが,複 雑になるので主に第

1,2人 格のみを扱 うことにする.

〔事例A〕26才 女.自 己の内部矛盾がイメ
ージの中での 「2人 以上の自己」としてあら

われた とみ られ る例である.主 人公の自分

(S')は は じめ砂に埋もれ ようとしていたが

いつしか巨大なイモ虫の姿になってしまう.

それを見ていた別の自分(あ らたなS')は イ

モ虫(S")に 嫌悪感を抱き見捨てて歩きだす

が,鬼 が登場してその鬼に斬 りつけられてし

まう.や がて,鬼 と格闘の後,水 に流され小 さ

くなって語 り手(CI自 身=S)'の 口から体内に

流入 しやがて体外に流出して泣きは じめる.

ここでまたあらたな 「見る自分」(S')が 登場

し,泣 く自分(S")に 困り果てる.そ して鬼

とのや りとりを含めた葛藤ののち,最 後には

S"の 肩に手をかけて二人でその場を受容 して

いるような感 じになるのであった.

以上の第1回 面接を(人 格分離に関す る解

釈 に 限 定 し),も う少 し詳 し くみ て い きた い.

(解 釈 はCI自 身 に 受 け 入 れ られ て い る もの で

あ る.)

図1は そ の 大 要 を 表 わ す.は じめ の 単 一 の

第1人 格(S')が,不 快 な イ モ虫 の よ うに な

った と きに,あ らた な見 てい る 自分(S→S')

が 登 場 し て イ モ虫 はS"と 化 して消 え て し ま う.

同様 に して語 り手 の体 内 に 入 ったS'が 流 出 し,

泣 きは じめ る と,ま た 別 の 見 て い る 自分 が 新

し くS'と して 登 場 し,泣 い て い る 自分 はS"と

な る.お そ ら くS'が,な まな ま し さを 増 す と,

客 観 視 す る防 衛 が 働 き,客 観 視 して い る方 の

自分 が 第1人 格 化 して し ま うとい う変 換 が お

こ って い た の で あ ろ う.た だ 最 後 の 方 で はCI

は 泣 か ず に は い られ な い 自分 を 認 め て,そ れ

が 何 故 な の か を本 当に 知 りた が っ てい た ら し

い.お そ ら くそ の あ らわ れ と して以 後 は泣 い

て い る 自分(S")も 消 え る ことな く,み て い

る 自分(S')は,「 ど うし て」 と問 い 続 け,2

人格 は親 和 ・共 存 して い った の だ と解 され る.

以上 に 関連 して,自 己 の感 情 に対 す る拒 否

感 や理 解 で きな い 困 惑 な ど重 要 な テ ーマ が こ

の 図 に 示 され て い るの で あ るが 紙 数 の 関 係 で

省 略す る.

以上,お そ ら くイ ドに 近 い よ うな 感 情 的 内

面S"と 自我S'が 分 離 しな が ら,ど の よ うに 自

我 が 内面 を 理 解 し,受 け 入 れ,和 睦 し てい け

るか とい う課 題 にCIは 直 面 し てい た の で あ ろ

う.
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第2回 目には 初 めか ら2つ の 人 格 の相 互 作

用 が展 開 され た.自 分(S')は 何 か の考 え に

没頭 し,横 では 別 の 自分(S")が 泣 い て い る.

あ ま りに 子供 っぼ く泣 くので 怒 鳴 りつ け ると,

S"は プ イ とそ の 場 を去 って しま う.そ してS'

が 追 い か け て い くとS'に 攻 撃 を しか け て くる.

や が てS'は 道 な き崖 を落 ち る よ うに お りて,

草 原 で 動 け な くな り自分 の方 が 泣 きだ して し

ま う.や が て崖 の上 のS"を 見 て,崖 の 上 に 戻

りS"を つ きお と して しま う.S"は 血 を流 しな

が ら傷 口を な め て崖 下 に横 た わ る.S'は 勝 ち

誇 った よ うに崖 か らお りてS"を 背 負 う.し か

しS'は 最 後 に は ま た鬼 に追 いか け られ て ムチ

うた れ,水 の 中 に お し こめ られ て し ま うの で

あ った.

この 回 はS"も 主 人公 的 に な り,つ き落 され

て傷 つ い た 場 面 な ど,む しろS"の 方 にCIの

identityが 強 く働 い て い る とみ られ る よ うな

と こ ろ も あ る.ま たS'は 前 回 と違 ってか な り

感 情 的 存 在 に な って い る.は じめか ら泣 い て

いた の は 前 回 に ひ き続 い てS"で あ るが,S'の

方 も怒 鳴 り,果 て は崖 下 の草 む ら で泣 きだ し

て し ま う.お そ ら く自我 と深 層 が 混 然 と しは

じめ,自 我 自身 が 弱 さや 悲 しみ を 自 らに 許 さ

ざ るをxな くな って きた の で あ ろ う.こ の よ

うに この 回 で は,感 情 防 衛 が 崩 れ て,S"がSダ

化 す る傾 向 が生 じて い る.最 後 に 鬼 に む ち打

た れ るな ど,弱 さに泣 か なけ れ ば な らな い 自

分 に戻 った の も,自 己 の感 情 的 現 実 へ の 直 面

に 至 った の だ と思わ れ る.こ の よ うな 直 面 に

至 るま で に,弱 さや 感 情 をそ の 都 度 分 離 して

S"化 してい た のが 第1回 目だ とす れ ば,第2

回 目は,か な り強 くな って きた 内 的 自己S"に

ふ りまわ され,統 合 へ の第1歩 を ふ み 出 した

もの だ と思 われ る.

この ケ ー スで は,次 の第3回 昌に 単一 人 格

の感 情 的 危 機 を体 験 し(そ の シ ョ ックの た め

か)そ の後 再 び人 格 分 離 の テ ーマ が続 い て い

るが,複 雑 に な りす ぎ るの で 省略 す る.第3

回 目 まで に つ い て 分離 の法 則 を 明確 に す るた

め,ク ラ イエ ン ト自身 の評 定,そ の 他 の操 作

的評 定 に 基 づ い て,下 位 人格 相 互 の 関 係,お

よび そ の 分離 ・統 合 の過 程 を統 計 的 に 調 べ た

結 果 は 次 の とお りで あ る.※

①S'に 対 してS"以 下 の 下位 シ ステ ムが 分 離

し て い る と きは,ほ とん どの場 合S'の 方 に

自分 だ とい う実 感 が あ る.S'の 定 義 上 当 然

で あ るが,第2回 目に お い てS"がS'を 攻撃,

こ こで 主体 の 実 感 は攻 撃 す る側 のS"に あ る,

とい うよ うな 例 外が あ る.

② イ メ ー ジ内 容 か らみ る と,直 接 の 強 い感

情 表 現 はS"側 にみ られ る.し か しS"の 感 情

が 高 ま る とそ の テ ー マは 追 えな くな りS'中

心 の テ ー マY'移 る 場 合 が 多 い.逆 にego-

syintonicな 感 情 は,S'側 に 多 くみ られ る.

③S'の イ メー ジ内容 に お け る比較 的 強 い 感

情表 現 は,い くつ か み られ るが,そ の あ とで

S'の 実 感 度 が 減 少 す るか,あ る いは あ らた

な見 る 自分S'が 登場 して もと のS'がS"化 して

い る.

以 上 を総 合 す る と一 般 に感 情 が 高 ま る と,

そ の 主 体 を 主 入 公 に して お くこ とが で きず

別 の 人格(感 情 の少 な いS')を 主体 化 し て感

情 的 人格 を分 離 して しま う.つ ま り,こ の 記

録 か らみ る限 りは 主 と し て感 情 防 衛 の た め に

下 位 シ ス テ ムが 用 い られ てい る とみ な され る.

以 上 が,ケ ー スAの 操 作 的分 析結 果 であ る.

以 下 の ケ ー スで は この よ うな分 析経 過 は 省略

し,自 己 の 下 位 シ ス テ ム(人 格 分離)に 関す

る解 釈 結 果 の み を し るす.(人 格 分 離 以外 の

興 味 あ る心 的 力 動 も多 々み られ るが 省 略 せ ざ

るお えな い).

〔事 例H〕24才 女.あ る悲 しみ の 体 験 を 中

心に 面接 が展 開.あ るsessionで,ま ず シ ャボ

ン玉 や 風船 で遊 ん で い る 自分 が 登 場,そ れ が

ピエ ロの姿 に変 わ る(単 一 人格S'のS"化 とみ な

※統 計の操作的方法,お よび統計の数量的結果 は複雑にな るので省 略す るが,た とxぽ,S',S"等 の判定や実感 の

評定 につ いては一定の基準で クライエ ン トが 自己判定 を行 い,カ ウンセ ラー評定 とくい違 った場 合のみ に協議す

るとい う手続 きを とってい る.ま た以下のケースで も,で きるだ け これに近 い方法 をとっているが,ク ライエ ソ

ト本人評定が不可能 な場合,本 人の体験チ ェックを行 った人を含 んで,2人 以上 の第3者 評定に よった.
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す.)次 い て,も う1人 自分 ら しい 別 の 人(新

た なS')が 現 わ れ,ピ エ ロの 心 の 中 に,も み

くち ゃに な った 圏 の 文 字 が レン トゲ ン画 の よ

うに は っ き り見x.る ことを 主 張 し,ピ エ ロの

持 って い る ラ ッパが 悲 しみ の 音 色 を 出す こ と

も指 摘 す る.し か し,ピ エ ロは あ くまで も悲

しみ を否 認 しつ づ け る.こ のや りと りが しば

ら く続 く中 で ピエ ロは,「 悲 しみ は,お ま え

の 心 の 中 に あ るん だ 」 と言 い張 るS'o`ラ ッパ

を わ た す が,S'は た め らい,ラ ッパ を押 し返

し て し ま う.

以 上 の 面 接 で は 他 者 化 され た 「自分 ら しい

女 」 と 「ピエ ロ」 の いず れ が語 り手 に 近 か っ

た か は 判 然 とせ ず,S',S"を 反転 させ て 考 え

て も良 い よ うな も の で あ る が,ピ エ ロの 方 が

防衛 機 制 を あ らわ して い る こ とは 否 定 で き な

い.と ころ が 次 回 に は,逆 に ピエ ロの方 が 悲

しみ を 感 じ るに 至 る.

次 回 の 筋 書 きを 要 約す る と,ピ エ ロが 裸 の

自分(S')を 針 金 で ぐる ぐる縛 って,自 分 の

心 の 中 に し まい 込 み,悲 しみ を感 じさ せ ま い

と して い る.し か し裸 の 自分 にCIの 自己 同 一

視 と感 情 の き ざ しが 強 く 「針 金 を 解 い て,こ

こか ら 出 して」 と必 死 に ピエ ロに抵 抗 す る.

ピエ ロは 無 垢 なS'に 悲 しみ の 事 実 を 告 げ るわ

け には いか な い と,S'を 氷 づ け に して しま う.

そ の ピエ ロは何 もか も承 知 して お り,自 ら悲

しみ を背 負 い,涙 まで流 す や さ しい 存 在 で あ

る.や が て ピエ ロはCIの 母 親 の 姿 に 変 り,S'

は 幼 児 的 なCIの 姿 に な って い くので あ った.

この ケ ー スで も感情 へ の直 面 とそ れ に 対 す

る防衛 の 葛藤 が2つ の 自己 の分 離 を ひ きお こ

して い た と考 え られ る.同 じ くCI自 身 に受 け

入 れ られ た 解 釈 に よれ ば この ケ ー スで は,防

衛 的 な 自我 が 一 貫 した 「ピエ ロ」(S")の 姿 を

と り,そ れ に 対 す る第1人 格(S')は,は じ

め は,真 の 感 情 的 自己 とい うよ りも 「自分 に

よ く似 た 別 の人 」 とい うよ うに他 者 化 され て,

二 重 に 防 衛 され て いた.し か し,感 情 が こみ

あ げ て き てCI自 身 が実 際 に 泣 き伏 して し ま っ

た と き に,瞬 間S'もS"も 消 失 し,す べ てが 統

合 され た とい う場 面 もあ った.ま た 洞 察 が よ

り進 んだ 段 階 で は,「 裸 の 自分(S')」 を ピエ

ロが 守 って お り,た だ し感 情 の 存 在 を知 って

い るの は ピエ ロの 方 で あ って,そ れ を 真 の 自

己 に 急激 に伝 え な い よ うに守 って い る.

この ケー ス で も後 にCIが 感 情 受 容 に 至 った

と き ピエ ロは 消 失 す るの で あ るが,人 格 分 離

と と もに,そ れ ぞ れ が 他 者 化 され る とい うこ

とが 特 徴 で あ る.ま た 真 の 自己(な い し裸 の

自己)対 ピエ ロとい う一 貫 した下 位 シ ス テ ム

間 の ダ イナ ミク スに 終 始 して お り,ケ ー スA

の よ うに 主 人 公 の 本 体 に 変 化 は な い.そ れ は

抑 圧 に よる分 離 とい う よ りは,防 衛 的 内部 力

動 を そ の ま ま下 位 人格 化(サ ブ シ ステ ムの相

互作 用 化)に お きかxた よ うな も の で あ る.

た だ基 本 的 に は,イ メー ジを媒 介 に して 感情

的 自己 が分 離 され,そ の後 統 合 人 格 が 感情 的

実 感 に 至 る とい う点 で は 共通 した もの を も っ

てい る.

〔ケ ー スL〕20才 女.大 熊 ・円治 らのGSRと

イ メ ー ジの 研 究(文 教 大 学一 般研 究C報 告 書

1980)で 用 い られ た7回 に わ た る イ メー ジ面

接例 で あ る.第1回 目に も,二 重 の 自己 が 登

場 して い るが 省 略 し,第2回 目面 接 を要 約 し

よ う.は じめ に屋 根 の上 で ひ と りで座 って い

る 自分(S')が 見 え る.そ の 自分 の 前を 髪 の

長 い きれ い な 女 の 人(S")が 通 りす ぎ る.そ

の 後 を 追 い か け て 湖 の 方 へ行 くと 湖 の と ころ

に 靴 が そ ろ え て 置 い て あ った.そ こで 自分 は

家 に 帰 って,そ の 女 の 人 が 死 ん だ の で は な い

か と家 の 人 に 告 げ る.み ん な が お どろい て 自

分 だ け 残 して湖 に そ の 女 の 人 を さが しに 出か

け る.次 の 朝,様 子 を み に い くと,高 い 木 の

上 にそ の 女 の 人 が 座 って下 の 様 子 をみ て笑 っ

て い る.そ の 女 の 人(S")が 「誰 か 死 んだ そ

うよ」 と言 うの で 「あ なた じゃな い の」 と聞

くと 「ちが う」 と言 う.変 な 気 持 ちが した.

そ の後,自 分(S')は 遠 くの学 校 の寄 宿 舎 に

入 る こ とに な った.そ こで はそ の 女 の 人(S")

が先 生 を して いた.彼 女 は 孤 児 院 へ 寄 付 な ど

も して い るが,学 校 が 終 わ る と酒 場 で歌 って

い る とい う噂 もあ った.そ の 人 は 孤 児 院 の子

を 引取 って 育 て るが,や が て あ る 男性 とか け
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お ち して しま う.彼 女 を み て い て,彼 女 の 裏

面 も認 め て あげ た い,自 分 に も 自分 を 大切 に

す るわ が ま ま な くらい の 生 き方が 分 るん じ ゃ

な いか と 思 う.

こ こで 髪 の長 い きれ い な 女 の 人 は,他 者 化

され てい るが,CI自 ら後 に そ れ を 自己 の第2

人 格(S")と して認 め てい る.興 味 あ る こ と

に こ こで は,第2人 格(S")自 体 が,表 面 善

良で あ りなが ら,2重 人格 的 に,裏 面 では 奔

放 で 自 由 な生 き方 を レて い る.そ してそ れ を

み て い る第1人 格(S')は,S"の 裏 面 の 方 に

1種 の あ こが れ を抱 い て い る.普 通 の ケ ー ス

に お い て はS"は,自 由奔 放 な裏 面 だ け の 存 在

で あ って よい の で あ るが,防 衛 そ の 他 後 述 の

理 由 に よ ってS"を も う一 度2重 人 格 化 しな け

れ ぽ な ら なか った の で あ ろ う.

以上 の 第2回 目 とか な り対 応 す るの が 第6

回 目で あ る.自 分(S')は,汽 車 の 中 で 知 り

あ った夫 婦 と山小 屋 に行 く.妻(S'")の 方 は

病 気 で青 白い.山 小 屋 に い る と毛 皮 を きた き

れ い な女 の 人(S")が くる.そ の 女 性 は よ く

気 が つ ぎ 男 の気 持 ちが わ か る.そ の 女 性 と男

の人 は 前 か らの知 り合 い の よ うで あ る.病 気

の妻 を 置 きざ りに して,3人 で 山 を降 りる.

毛 皮 を 着 た女(S")は,ピ ス トル で 山 小屋 の

方 を うつ,殺 した わ け で は な いが,そ の後 い

き さつ が あ っ て毛 皮 の 女(S")と 男 が 夫 婦 に

な り,自 分(S')は そ れ を認 め る こ とにな る.

後 日,S'の 夢 の 中 で 病 気 の 女(S"')が 出 て く

るが,安 らか で せ い せ い した感 じで あ る.

こ こで 病 気 の 妻(S"':CIの 病 的 な 面 を 若 干

表 わ す)が,別 の 自己(S")に よっ て置 き ざ

りに され,そ の犠 牲 に お い てS"が 公認 され て

い る.自 己 の 下位 シス テ ム と してい えば,S'"

の 象徴 的 な 死 か らの再 生 と してS"が 自 らを 完

成 した と 解 され る.こ の こ と 自体 が二 重 人 格

的 メカ ニ ズ ムで あ るが,し か し さ らに 第2回

目 との共 通点 と して,第2人 格S"自 体 が よ く

気 が つ く社 会 的 な面 と影 と して の 面 を も った

二 重人 格性 を も って い る.詳 述 す る余裕 は な い

が,S"を め ぐる これ らの 複雑 な 関係 は,CIの

内的 矛盾 の複雑 さを 表わ す もの と解 され る.こ

の 複 雑 な 関 係 が こ こで は 一層 前 面 に 出 て,自

我 が 処 理 で きな い た め そ れ だ け第1人 格(S')

は影 が うす くな り,人 格 分離 はS'-S"間 よ り

もむ しろS"内 部(お よび それ とS'"の 間)に 見

られ る こ とに な った の だ と思わ れ る.

これ に 対 して,同 じ主 題 に よる 多重 人 格 性

が ま さに 通 常 のS'-S"間 の相 互 作 用 と して,

第4回 目の 面 接 時 に 示 さ れ て い る.こ こで は

外側 の 自分 と内 側 の 自分 が イ メ ー ジ的 に 対 比

させ られ て い る.外 側 の 自分(S')は 仕事 を

きち ん と し,友 達 と も仲 よ くなれ るが,内 側

の 自分(S")は,す ご く重 い も の を も った感

じで あ る.他 人 を 優位 に たた せ る よ うな こ と

を して い る 自分(S')を 思 うと イ ヤな 感 じが

して イ ライ ラす る.

こ の一 連 の イ メー ジ でCIが は っ き りと2人

の 自分 を語 って い るのは,こ の 第4回 目だけ

で あ る.そ れ は 人 を気 づ か うま じめ な 自己 と

自 由奔 放 な 自己 との分 離 だ とい うこ とが で き

前 述 した 第2・6回 目の 複 雑 さを 端 的 にS'-

S"の 矛 盾 として単 純 化 した もの だ とみ る こ と

が で き る.

な お第5回 目で他 者 を 気 づ か う現 実 的 自己

(S')に 対 して 自 らは 電 話 もで きな い(現 実

能 力 を もた な い)女 の 子(S")が 登場 して い

る.そ れ は,第6回 の 病 気 の 女 とだ け 共通 す

る も ので あ り,こ の全体 の テ ー マ の 中 で は お

そ ら く第3人 格 と して扱 うべ き もの だ と思 わ

れ るの で これ 以 上 の言 及 は さけ るが,そ の 否

定 を 媒 介 に し て 自 由奔放 な 第2人 格 が 日の め

を み る こ とは ふ ま:〉て お きた い.こ の ステ ッ

プが 必 要 な た め,第4回 目以外 は ,単 純 なS'

-S"の 物 語 に な りえ な か った のだ と思 わ れ る
。

〔そ の他 の ケ ー ス 〕 以 上 の ほか,今 回 と り

あ げ た ケ ー スは 次 の よ うな もの で あ る.

ケ ー スB:36才 男.イ メー ジの 中 でか な り

本 音 と も思 え る攻 撃,退 行 な どの テ ー マを 示

す が,常 に そ の 自分 と見 て い る も う一 人の 自

分 が い る.主 人 公 の 動 き が常 識 的 な と きや,

イ メー ジ に 浸 って い る よ うな と きは,そ の 主

人 公 の方 を 自分(S')と 感 じるカ㍉ 生hし ぐ

な っ て く る と,見 て い る 自分 の 方 が 強 く出て
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き て主 人 公 の 実 感 は 薄 くな り,時 に は 他 人 の

よ うに 見 え て くる(S"化).全 体 と し ては,

「見 て い る 自分 」 の方 が よ り自己 的(S')で

あ る.

なお これ に 類 した ケ ー スは,今 回 と り上 げ

なか6た 多 くの イ メー ジ面 接 で認 め られ,部

分 的 に この よ うな過 程 が み られ る ケ ー ス は さ

らに 多 い.ま た,た とえ ぽ登 山 して い る 自分

と飛 行 機 に 乗 って い る 自分 とい う二 重 自己 に

お い て 折 りに ふ れ て 後者 が 「見 て い る 自分 」

に転 化 す る とい う例(30代 男)も あ る.

ケ ー スD:20代 男.小 説 ジキ ル とハ イ ドに

似 た 筋 書 きな の で 省 略 す るが,社 会 適 応 的 自

分(S')と 別 の と こ ろで 悪 事 を 働 い てい るS"

が 同時 存 在 し,時 に 出会 って 口論 した り,S"

の 悪 をS'が 黙 認 した りす る.

ケ ー スE:20代 女.外 では 適 応 した 社 会 人

と して の仮 面 をか ぶ り,家 に 帰 る とわ が ま ま

娘 的 に な る と い う実 生 活 を反 映 して,イ メ ー

ジ の 中 で も家 の 中 で 女王 の よ うに振 舞 っ てい

る(S').家 の 中 が 狭 く感 じ られ,外 に 行 こ

う とす るの だが 玄 関 か ら出 られ な い.外 の町

で は誰 かが 笑 顔 で 仕事 を してい るが,「 あ ん な

の嘘 っぽ ち だ 」 と軽 蔑 した くな る.や が て彼

女(S")が 悩 ん で い る こ と,も しかす る と 自

分 自身 か も しれ な い とい う こ とに気 づ い て く

る.面 接 が進 む うち に,い つ しかS"の 方が 主

人 公 に な って,わ が ま まな振 舞 い もす る よ う

に な り,最 後 に はS'とS"の 区別 は な くな る.

な お,本 論 で は と り上 げ な か った が,ケ ー

スD.Eに 似 た 例 も数 多 く経 験 さ れ て お り,臨

床 的 多 重 人 格 の 通 例 の よ うに,自 我 とイ ド,

ペ ル ソナ と影 そ の 他 の 相 補 性 を 示 して い る と

み られ る もの が 多 い.

ケ ー スF:20代 女.Eと は逆 に 外 で は 活 発

に 楽 し く過 ごす が,家 に 帰 る と不 幸 な 家 族 関

係 のた めに うつ うつ と過 ご して い る女 性.そ

の家 庭 の悩 み に 対 処 す るた め,あ え て 自分 を

二 重 人 格 化 して,普 段 外 で 生 活 して い る時 は

「別 の彼 女(S")が 家 では 不 幸 な思 い を して

い る.ど うせ 夜 の ひ と時 なの だ か ら我 慢 して

耐 え て いれ ば よい」 とイ メー ジ し,ほ ん と う

の自分(S')は 家庭外の生活だけで統一を保

った.

ケースC:20代 女.幼 児期の不幸に意識的

には直面できなかったが,イ メージの中で,

比較的無感動な自分(S')に 対 して,家 の外

に放 り出され泣きさけんでいる子供(S")が

何回にもわたって登場す る.両 者の関係は,

誰れの目からみても,今 の彼女の幼児期をふ

り返っていることが歴然とす るようなもので

あるが,CIは 最後まで 「子供」を他者とし℃

しか感 じないので,別 の幸せな幼児期を空想

し,そ の方を自分に近いと思っている.な お

次のケースGと 同様,第2人 格S"が 複合した

諸相を示しているが省略する.

ケースG:30代 男.自 分をあらわしている

ような犬(S')が 一匹,攻 撃的に吠xて いる.

やがてゾウがあらわれ,犬 は ゾウに向って一

層吠えたてる.ゾ ウは,し か し動ずることな

く受容性すら示 して鼻で犬をあしらっている.

いつしかゾウが主人公になって,ボ スのよう

な雰囲気を漂わせる(S").し か し犬は益々

吠え,や がてまた犬の方が主体になって ゾウ

を倒 してしまう.こ れはCIに よって,攻 撃的

第1人 格と受容的第2人 格との葛藤のテーマ

として解釈されたが,後 になって ゾウの中の

支配的攻撃性も洞察され,最 後に倒された時

のみ じめさも再体験されている.あ る意味で

は第2人 格が(ケ ースLV`け るように)さ

らに複合的な意味をもっていたものと解される.

この他本論でとりあげなかった複合的ケー

スは多 く,た とえば滝に打たれる修行僧(S')

に対 して,滝 が第2人 格化され,そ の滝が魔

王のような表情になった り,風 雨を一体化し

た り,そ うかと思 うと修行僧が少女の姿に変

った り,逆 に僧が彼女を風雨から守ってエロ

ス的展開に至るというような複雑な例もある.

このほかA～Lの 諸ケースに似た,あ るい

はそれ以外の多 くのケースがあ り,と くに通

常のイメージ面接の中で,一 時的に2人 の自

分に相当するものが現われているとみられる

ケースは多数にのぼるが,こ れらは考察の参

考にとどめることとする.
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表1ケ ー ス の ま 、と め

第1人 格S' 第2人 格S" 自分としての実感 変 換 統合 ・その他

A* 自我的感情防衛的 感 情 的 ・幼 児 的 主 と し てS' 不協和でSの 訓 ζ
第3人 格 あ り

親 和 → 統 合

B 主 我 的 ・観 察 的 客 我 的 ・感 情 的
主 と し てS'

(逆 の 場 合 も)
不協和でS"客 体化

s"一 部 他 老 化

s化 に す る 統 合

C 現 在 の 自 己 過 去 の 自 己 S'の み S'のS"'化
第3人 格 あ り

S"の 洞 察 な し

囎

D 善 良 ・ 自 我 的 影 ・ イ ド 的 主 と し てS' g・HS"

E わがままな真の自己 社 会 的 仮 面
主 と し てS'

(逆 の 場 合 も)
S"のS'化

S"の 他 者 化

S'化 に よ る 統 合

F 適応 的 真 の 自己 不 適 応 場 面
/

主 と し てs S"他 者 化

G 攻 撃 的 受 容 ・ 複 合 的 s・,S"ほ ぼ 同 じ S"攻 撃 窃 受 容 S"の 二 重 性

H* 幼 児 的 ・真 の 自己 仮 面 ・ 自 我 〃 s',s"の 特 性 羹 化
s〃一 部 他 者 化

共 に 一 部 他 者 化

L* 観 察 的 ま じ あ 自 由 奔 放 S'の み

S"他 者 化
S"の 二 重 性
第3人 格 あ り

*は,と くに詳 しくと り上げた もの.

E,HのS',S"を 入れかえれぽ,A,D,E,H,Lは 臨床二重人格 と共 通

現象としてのまとめ

力動 的 考察 に 入 る前 に,以 上 の ケー スに つ

い て,イ メー ジ現 象 と して の ま とめ を して お

きた い.表1は そ の簡 単 な 要約 で あ る.表 示

しえ なか った ポ イ ン トも含 め て整 理 す る と,

次 の よ うに な ろ う.

(1)イ メ ー ジの 中の 人 格分 離 は,語 り手 に 最

も 同一 化 され た 登 場 人 物S'が,語 り手Sを

十分 に 代表 で きない ときに起 こ りや す い,そ

れ はCIの 複 雑 さ(L,G),自 己客 体 化 即 ち

主 我 と 客我 の分 離(B),防 衛 と くに感 情 防

衛(A,H)そ の 他 の 自 己 受 容 さ れ て い な

い面 の 表 面 化(C,D,E,F,L)等 に よる.
`それ が

S"以 下 の 下位 人格 に あ らわ れ る.

(2)人 格 分 離 に お け る主 人 公S'とS"と の 関 係

に は 次 の よ うな場 合 が あ る.す なわ ち① は

じめ か ら別 のS"以 下が 出現,② 途 中か ら別

のS"以 下 が 出現,③ 途 中 か ら下 位 シス テ ム

が 分 離 す る形 でS"以 下が 出現,④ 途 中か ら

S'がS"化 して別 のS'が 出現,⑤ そ の他S'-

S"交 代 を含 んでS'が 転hと 変 化 し,そ れ に

伴 ってS"も 変化 す る場合 な どで あ る.

(3)上 記 ①,② の場 合 に,S'と して の 人物 は

不 変 な 場 合 か らか な り変容 を とげ る場 合 ま

で 様 々で あ る.S'がS"化 され て,・別 のS'が

新 た に生 まれ た場 合に も,次 第 に以前 のS'な

い しよ り統 合 され たS'に 変 化 して い く こ と

が 多 い.(S',S"を 合 せ て 相 補 的 にSを で

き るだ け 網 羅 す る よ うに変 換 され る と考x

られ る.)S',S"と も そ の 姿 は ①S自 身 な

い しそ れ ら しい 人 物,②Sの 過 去,未 来 な

どに 相 当 す る人 物,③ 容姿 不 明 の 人物,④

他 者 ら しい 人 物,⑤ 動 物,⑥ 植 物,無 機 物

そ の 他,様 々で あ り,'そ れ に よ って 自己 と

して の 実 感 度 が 必 ず し も規 定 され るわ け で

は な い.

(4)定 義 か ら し てS'の 方 が 自己 の実 感 度 は 高

い は ず で あ るが,実 際 に は① あ る程 度S"の

感 情 や 行 動 が 生hし くな った瞬 間 にS"の 方

が よ り自己 に 近 くな る.②S',S"の 反 転,

再 反 転 が 短 時 間 で 起 づて い るた め,主 人 公

と筋 書 きの 一 貫 性 か ら して,反 転 か ら再 反

転 まで の 間 はS'の 方が よ り自分 と して の実

感 を も って い る場 合 な どの例 外 が あ る.い

ず れ に して も,identityの 急激 な 変 化 に 際
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して は,事 実 上 ① の 定 義 的 原 則 が 通 用 しな

くな る.③ そ の 他,G,Hの よ うに,ど ち

らをS'と して も支 障 な い くらい,両 人 格 の

自分 と して の 実 感 が 共 に 強 い(ま た は 共 に

弱 い)場 合 もあ る.

(5)S'とS"す な わ ち第1人 格 と第2人 格 の 関

係 は 表1に 示 した よ うに 様hで あ るが,S'

とS"の 入 れ 替 えを 含 む と,分 離 の 形 態 は 主

と して,① 「見 る 自分 」(主 我)と 画 面 の

中 で 動 く 「見 られ る 自分 」(客 我),② タテ

マ エ,仮 面,自 我,善 良 さ,理 性 等hの 概

念 に 対 応 す る 自己 に 対 して,ホ ンネ,真 の

自己,イ ド,影,自 由奔 放,感 情 等hの 概

念 に 相 当 す る 自己,③ そ の 他 の 対 立 的 分 離

形 態 に 分 け て考 え る こ とが で き る.た だ し

具 体 的 な ニ ュブ ンスは ケ ー スに よ って ま ち

ま ちで あ り,必 ず しも二 極 的 対 立 とは な ら

ず,ま た 対 立 と い う よ りは 「複 雑 さ」 を あ

らわ す とみ た 方 が よい よ うな ケ ー ス もあ る.

(6)S"も 主人 公 と して 内容 的 に 一 貫 して い る

場 合 か ら,S'と の 関 係 で 変 化 す る場 合 まで

様hで あ る.一 般 にS"はS'よ りCIの 自己 と

して のidentityが 低 い の で,他 者 化 され た

り物 化 され る率 は 高 い.

(7)感 情 に関 しては 一 般にS"の 方 が 感 情 的 動

きを し易 いが,語 り手 の 感 情 と結 び つ き易

い の はS'の 感 情 の方 で あ る.語 り手 がS'の

感 情 を(程 度 と質 にお い て)受 容 し難 い と

きに は,S'はS"化 な い し他 者 化 され る.

(8)お そ ら くはCIの 内的 体 験 の 流 れ に 応 じて,

S',S"の そ れ ぞれ も,全 体 の 筋 書 も独 自に

変 換 さ れ う る.し か しいず れ か に 変 換 が お

き る と,他 の 方 もそれ に応 じて変 化 す る.

この よ うに,S'とS"は 一 面 で は2人 の 人 間

関 係 の発 展 の筋 書 を展 開 す るが,し か し他

面 で は双 方が 同 じ 自己 と しての 統 一 テ ー マ

を展 開 して い く.

(9)最 後 にS',S"の 統 合 は,本 論 の 記 述 の 範

囲 内 で は十 分 に 明 らか に な って いな いが,

そ の後 の展 開 を含 め て,お お まか に 推 察 す

れ ば,S'が 成 長 してS"を 同化 す る とい う形

が 多 い.S"も 多 か れ 少 なか れ 変 化 す る よ う

である.ま た双方が止揚されて別の統合人

格へという形をとることもあ り,こ の双方

の中間段階もある.内 容的には両者の親和,

協同,両 者の特性が近づいてくること,一

方が弱まってい くこと,い ずれかを通して

感情の明確化や現実認知が生 じること,そ

の他の治療的過程によって起 こるようであ

る.感 情的には,第1人 格(S')が 感情的

にな り得 ること,逆 に深層的第2人 格が自

我化(S'化)さ れることなどが重要であり,

その結果は,統 一主人公による通常のイメ
ージscriptのようになるわけである.

このほかもちろんイメージ面接中にでなく

次回までの間に統合がなされて,全 く変換さ

れたイメージ内容があらわれる場合 も多いが,

その場合でも詳しくみていくと,統 合過程と

それに至るイメージ変換の道筋をた どること

ができる場合が多い.

ダイナ ミックスに関する考察

以上のケース全体を通 じてほぼ共通 してい

る心的力動としては,ま ずCIす なわち語 り手

の日常的,自 我的側面が比較的そのまま第1

人格として登場していること,そ してその自

我に うけ入れられない側面が,第2人 格化さ

れている点である.も ちろん第1,第2人 格

の役割が逆転 している場合 もあるが,い ずれ

にしても全人格システムに受容されがたい部

分が構造化 されて,下 位システムを作 り,そ

の結果受容されている面 もまた(多 くは第1

人格的な)下 位システムになってしま うとみ

なされる.ケ ースA,B,Hな どにおける,感

情防衛 も非受容 ・不協和のひとつの場合と

みてよいであろ う.ま た現実に実現不可能な

事柄も 「現実に許容され得ない」 とい う意味

で非受容のひとつの場合 とみてよいであろう.

一一般に第1人 格と第2人 格が対立関係にあ

り,し かもいずれか一方(主 として第2人

格)が 他者化 されやすいことは,ま さに自己

の内部矛盾の表現であり,そ の典型が 自我的

社会的人格とイ ド的な影の人格の二重性とな

って表われやすいといxよ う.し たが って多
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くのケースでS'-s"間 の対立が親和に変わる

と,二 重自己は統合に向う傾向にある.

しか し第1人 格と第2人 格がすべて対立関係

にあるのではない.ケ ースAの 第1回 面接最後

にみられるように,二 重人格のままお互いが抱

きあった り,な ぐさめられる関係のテーマが

継続することもある.ケ ースHに おける母性

的防衛的 ピエロと 「裸の自分」の関係の中に

も現実の母子関係に変換できるような協力関

係のニュアンスがある.

ジキルとハイ ド式のケースDに おいては,

第1人 格(S')が 親切にふるまって,あ る他

者を手なづけ,そ れにつけこんで第2人 格

(S")が その他者を,い ためつけてしまう.

ここで表面上はS'(第1人 格)がS"(第2人

格)の 攻撃から他者をかぽ うが,実 際にはそ

れは演技であって,S',S"は(政 治的陰媒や犯

罪におけるような)功 妙な共犯的協力をして

いるのであった.

以上のように,通 常観察される対立関係や

抑圧,防 衛関係だけでなく,一 般に別hの 下

位人格になった方が都合 よい場合や,統 一す

るにはあまりに自己の内容が複雑すぎる場合

にもイメージにおける人格分離はなされる.

複雑さゆxの 多重人格例はそれこそ複雑にな

るので省略せざるを得なかったが,ま さに多

くの主人公を自己の分身として登場させなけ

れぽならない作家の作品のような例がイメー

ジ面接においてもまた観察され,そ れがCIの

多様な潜在的可能性を暗示しているとみられ

る場合のあることも付記 しておきたい.

要約すれば,自 己の全体構造と重要な部分

構造との間の不協和,な いしは構造化のシエ

マの葛藤(比 較的全体を構造化する2つ 以上

のし方の間の葛藤)が 多重人格化をもたらす.

全体に対 してバ ラバ ラな要素や微少部分が葛

藤 しているだけであれぽ,無 視または同化調

節によって人格の統一性は保たれる.し かし

大きな部分や別の構造化原理が異質物 として

登場するときには,本 来それを下位システム

として認知する方が自然でさえある.イ メー

ジ面接では単一人格の現実対応が,そ の場で

は不必要であるから容易に2～3人 の 「自分」

をつ くりだすことができる.さ らに自己を他

者化 したり,他 者を自己化した りして人間の

潜在的可能性を,様 々な人格的まとま りのも

とに感 じとることさえできるわけである.

最後にイメージ面接における人格分離 と現

実の臨床的多重人格との関係についてである

が,そ の基本的 メカニズムは異るものではな

い.と くに,悪 や影の面,あ まりに強い感情

やnegativeな 感庸面など,一 般に自我に受容さ

れない面が,現 実の(悪 人,幼 児等の)人 物

の姿を借 りて構造化され,サ ブシステムとな

ることである.

しかしこのような非受容,認 知的不協和に

基づ く,2重 人格的メカニズムは,そ もそもイ

メージ面接それ自体の中で解消されるような

面をもっている.通 常のイメージ面接では,

主人公そのもの(S')が,CIの 日常的 自己に

対 して,第2人 格的な面をもちやすい.そ れ

ゆえ,イ ド的第2次 的過程の強調されたイメ
ージ治療過程が進行するわけである.

したがってイメージ面接の中での2重 人格

は,語 り手(S)一 主人公(S')の2重 性をも

ってしても解決困難な条件があった場合,そ

れが さらに第1主 人公(S')一 第2主 人公(S")

の矛盾としてもち越されるのだと考えられる.

それでも不充分な場合,ケ ースLやGに みら

れるように,S"自 体がまた2重 人格化 したり,

あるいは本論では省略 した第3人 格以下の登

場を必要 とする.一 般にイメージが深まって

深層が象徴化されるようなときは,主 人公は

イ ドないし影的な面,す なわち現実の日常的

自己 と相補的な面を表わしやすい.こ れに対

して防衛や客観視が働 くほ ど,「 見る自分」

の登場をは じめ,こ こに掲げた諸例における

ような2人 以上の主人公が登場 して,そ の主

人公たちが相補性を担 うのだと考えられる.

したが って下位人格が多 くな って,第1人 格

の役割が少 くなった ような臨床事例が,イ メ

ージ面接の場合に近いといえるかもしれない .

イメージの中では(現 実に比して)感 情も強め

られるし,内 的に不協和な部分 も実感される.
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一方2人 以上の自己を登場させることも,ま

た自己の他者化,他 者の自己化も容易である.

したがって語 り手の受容範囲をこxて 登場人

物内でその都度 多重人格的な構造(な いし

script)が 形成されやすい.以 上が現実の臨

床的多重人格とは異なる第1の 重要なポイント

である.

第2に,当 然のことながら,イ メージ面接

では諸主人公は身体を共有 しているわけでは

なく,し たがって同時に共存 している.ま た

彼 らの心は原則 として語 り手Sが すべて意識

してお り,あ るいは演出し使い分けている.

これ らが臨床的多重人格 と異なることはいう

までもない.※

第3に より広い意味の下位 システム分離例,

すなわち自己が2人 以上に分れた方が都合が

よかった り,認 知的にあま りに複雑にな りす

ぎるために2人 以上の典型的人物像を借 りて

こざるを得ないとい うメカニズムが,現 実の

臨床的多重人格に結びつ くかは,必 ず しも明

らかではない.す くな くともそれに相当す る

顕著な病的事例には,我hは ほとんど接 して

いない.お そらく,ジ キルとハイ ド型のよう

な激しい葛藤にまでは至らないため,現 実の

病理にはつながらないのかもしれない.あ る

いはまだ我h7'J発 見していない潜在的臨床的

病理の存在 しうることを示す ものなのかも'し

れない.

しかし先にも述べたように,む しろこの種

の複雑さゆえの分裂(内 的矛盾)は,通 常は

見すごされている。それをイメージ的に多重

人格化するとい うことは,現 実的には自己の

内部矛盾や統合しきれない潜在的可能性を洞

察 し,あ るいは未知の世界にまで 目を見開 く

とい う積極面をもつと考えられる.そ してこ

の ような積極面は,自 我対深層の分裂を示す

通常の(ジ キルとハイド型)の 多重人格にもお

そらく認めることができるであろ う.

イメージ面接における多重自己の登場は,

一面ではた しかに ,臨 床的多重人格に相当し,

CIの軽度の内的病理の現われとして治療的ア

プローチの対象になるものである.し か しそ

れはまだ我々が臨床的に発見していない病理

の潜在的可能性を暗示するものかもしれない.

そ してなに よりもより健康な意味で人間が 自

己の内部矛盾に気づき,あ るいは より深 く,

広い潜在的人間性にも目を見開き,自 己を発

展させていく過程をも示しているのだといわ

なけれぽならない.本 論では,芸 術 ・文学に表

現されたイメージは扱いえなかったが,そ れ

は作家が,単 一人格による私小説をこえて,

多数の主人公によって思想や情念をたたかわ

せ,人 間性に迫 っていく道と異な るものでは

ないと思われる.

(1983年9月22日 受付)

※ただs-s関 係においてSと は異 な った側面 を もつS'にCIが な りきって いるよ うなときには,CIは 時にイ メージの

中の 自分(Sう の方が 日常 の自分(S)よ りも(存 在感の上で も)「 自分」 と感 じるときがあ る.そ んな ときは語

り手Sは,記 憶喪失 な らぬ実感喪失 に若 干近 くなっている.さ らに本論 で とりあげたS'-S"の 分 離 にお い ては,

少 くとも一時的にS"に 自分を強 く感 じることが 多 く,そ のときS'は 多かれ少 なかれ実感喪失 し,時 には 消えてし

ま うとい う意味で,臨 床多重人格 の 自己意識 とは程 度の差だ といってよいか も しれ な い.(事 実イ ヴの床例 にみ

られ る統合のための第3人 格 ジ ェー ンの ように,治 療者 を頼 りつつすべ てを意識 してい るよ うな存在は,多 重人

格を イメージしてい る語 り手Sと 多分に共 通点があ り,あ るいはケースAに おけ る第1人 格や ケースBに おけ る

「見てい る自分」 とも共通点があ る.)
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