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1節　パーソナリテ
ィ概念と人か状況か

論争
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2 章 パーソナリティ特性
論

1 節　パーソナリティ概
念と人か状況か論争 渡邊芳之

1 ■ パーソナリテ
ィ概念と「人格」「

性格」

　パーソナリティ（
personality, 独：P

ersönlichkeit）とい
う語の起源がperso

n（独：Person, 人
）

であることはいうま
でもない。persona

lityとはpersonが 
personであることで

あり，この言葉の

最初の日本語訳が「
為人（人となり）」

であったこともそれ
をよく示している（

鵜殿, 2011）。

a．人格，性格とい
う日本語

　personalityの訳語
である「人格」は

漢語にはない和製
漢語である（佐古

, 1995）。personalit
y

には明治の前半に「
人品」「有心者」「霊

知有覚」などの訳語
が充てられたあと，

明治20年代になっ

て「人格」が充てら
れることになる。佐

古（1995）によると
この訳語が本格的に

用いられた最初

の用例の一つは明治
26（1893）年に『哲

学時報』に掲載され
た「心理学に於ける

無意識作用論の

発達」という「二重
人格」を主題とした

イギリスの論文の抄
訳であったという。

人格という訳語

は心理学および隣接
分野から現れ，その

後哲学や倫理学，法
学，教育学などに定

着していったの

である（鵜殿, 2011
；古田, 2004）。

　なぜ「人となり」
ではなく人格という

語が考案されねばな
らなかったかには，

その当時の欧米

思想のなかでperso
nalityに高い価値が

おかれていたことが
反映されている。「

すべての人がもっ

ている人としての価
値や重要性」という

意味が人格という訳
語，とくに「格」と

いう漢字に込め

られているのだ（佐
古, 1995）。

　一方，類似した意
味のcharacterには

長い間「品格」「品
性」などのやはり価

値的な訳語が充て

られ，道徳教育など
の文脈で用いられて

いた。オルポート（
Allport, 1961/1968

）が強調したよう

にcharacterも価値
評価的な言葉なので

ある。この語に「性
格」という訳語が

充てられ定着する

のは人格より遅く明
治も後半になってか

らである（鵜殿, 20
11）。

　このようにperso
nalityもcharacterも

，その訳語である人
格も性格も本来価値

判断的・道徳的

な意味の強い言葉で
あった。しかし性格

が人以外の特徴を示
す日常語としても定

着したのに対し，

人格は本来の価値的
な意味が強く残った

ために，心理学では
性格という訳語に比

べて人格という

訳語が使われること
が減り，「パーソナ

リティ」とカタカナ
で書かれることがほ

とんどになった。

b．パーソナリティ
の外面的定義と内面

的定義

　さてパーソナリテ
ィの定義には外面的

な定義と内面的な定
義がある。外面的定

義とは「他者の

目に見えるもの」と
してのパーソナリテ

ィからの定義で，後
にも述べるようにパ

ーソナリティと

いう概念の心理学的
用法はこうした外面

的定義を基礎にして
いる。一方，内面的

定義とは「人の

内部にある精神的・
心理的な構造」とし

てのパーソナリティ
からの定義であり，

哲学・倫理学や

法学でいう人格はこ
ちらを指すことがふ

つうである。

　人格という訳語を
確立したひとりであ

る井上哲次郎は『人
格と修養』（1915）

のなかで「人格

とは人が人たる所以
の特性を謂う」と述

べたうえで人格を「
自覚」と「統一」の

2 つの特性から

なるとしている。こ
れは「意識や記憶の

連続性」と「自己同
一性」といいかえる

ことができ，現

在にも通じるパーソ
ナリティの内面的定

義をよく表している
。

2 ■ 心理学におけ
るパーソナリティ概

念

　次に，パーソナ
リティ心理学やそ

の他の心理学で用
いられるパーソナ

リティ概念につい
て考

えよう。心理学で用
いられるパーソナリ

ティ概念には，パー
ソナリティについて

の心理学（以下，

パーソナリティ心
理学とする）の「対

象となる現象そのも
のやそれが発生する

構造を指す概念」

と「対象となる現象
のありさまを指す概

念」の 2 種類があ
る。

a．対象となる現象
そのものやそれが発

生する構造を指す概
念

　「対象となる現象
そのものやそれが発

生する構造を指す概
念」とは，パーソ

ナリティ心理学が

研究によってとらえ
て分析しようとする

「現象」や，そうし
た現象が発生するシ

ステムを記述す

るために用いられる
概念である。パーソ

ナリティ心理学が研
究対象としているの

は，私たちが観

察する「人がそれぞ
れ独自で，かつ時間

的・状況的にある程
度一貫した行動を示

す現象」（渡邊, 

2010）と，人の行動
にそのような時間的

・状況的一貫性を生
み出している生物学

的・心理学的な

システムである。よ
りシンプルにいえば

「行動に現れる個性
とそれがつくられる

仕組み」がパー

ソナリティ心理学
の研究対象である

ともいえる。そう
した現象や構造に

名前を与え，それ
につ

いて記述し（言葉で
表し）たり思考した

りすることを可能に
するのがパーソナリ

ティ概念であり，

この節の冒頭からと
りあげている「パー

ソナリティ（人格）
」と「性格」がまさ

にそれにあたる。

　それぞれの語の歴
史的経緯の違いにも

かかわらず，「パー
ソナリティ」と「性

格」の意味の違

いは，とくにそれが
日本語の心理学用語

として用いられる場
合には大きくはない

。同じような現

象や構造が研究者に
よってパーソナリ

ティとよばれたり性
格とよばれたりする

し，「パーソナリ

ティ心理学」と「性
格心理学」の意味も

およそ同じである。
私たちの学会が当初

は「日本性格心
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