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PMリ ーダーシップ論への精神分析 的視座
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科学として,精 神分析はその対象あるいは分野よりも,用 いる方法によって特徴づけら

れているので,す べての社会現象に適用されうる研究方法であろう(Freud,1974).そ

の目的は,あ らゆる個人,集 団の行動や考えの無意識的な根源を明らかに し,研 究者を無

意識という迷路において指導することである.

本稿において,精 神分析の方法で武装 して,PM論 におけるリーダーシップにアプロー

チを試みようと思 う.し かし,こ の問題の中心 に入 る前に,リ ーダーに関す る精神分析

(特にフロイ ト)の 一般的な考えを述べてみよう.

精神分析論における リーダーの概念

権 威 あ るい は リー ダ ー シ ップ とい う現 象 は,精 神 分 析 に と っ て,理 論 に お いて も治 療 に

お いて も基本 的 な課題 で あ る.す なわ ち,「 神 経 症 の 中核 」 で あ る エ デ ィプ ス ・コ ンプ レッ

クス も明 か な リー ダー シ ップ の一 例 で あ る.こ の 心 的 な発 達 の 段 階 に お い て,子 供 は,自

分 の リビ ドー の 欲 望 に 反 対 す る父 親(ま た は その 代 理)の 権 威 あ る い は リー ダー シ ッ プ と

戦 って い る と ころ で あ る.さ らに,精 神 分 析 治 療 にお け る精 神 分 析 家 とそ の 患者 との 関 係

も一 つ の リー ダ ー シ ップ 状 況 の例 で あ る.な ぜ な らば,こ の 場 合 に お い て は,精 神 分 析 家

は リー ダ ー の役 割 を 満 た しな が ら,影 響 を 及 ぼ した り,抑 圧 され た 幼 児期 の体 験 や 出 来 事

を 自覚 す る過 程 で患 者 を 指導 す る か らで あ る.こ の よ う に,直 接 的 で な くて も,リ ー ダー

シップ現象 は,精 神 分 析 論 にお いて 重 要 な位 置 を 占 め る とい え よ う.従 って,Hill(1984)

も述 べ て い る通 り,他 人 に影 響 を 及 ぼ す方 法 と して の フ ロ イ トの 精 神 分 析 とい う概 念 は,

リー ダ ー シ ップ を変 貌 させ る手 段 と名 付 け て もよ いで あ ろ う.

リー ダ ー に関 す る フ ロイ トの 直接 な観 点 は,特 にTotemandTaboodndMosesand

Monotheism(1955)と い う本 の 中 に述 べ られ て い る.フ ロ イ トに よれ ば,原 始 時 代 に お

いて 人 間 は群 衆(原 始 的 群 衆)と して,強 くて 暴 力 的 な嫉 妬 深 い父 親 ・リー ダ ー に よ って

支 配 され て い た.こ の 「原 始 的 父 親 」 は 息子 達 に 性 的 禁 欲 を 押 し付 けて い た た め に,あ る

日,息 子 達 は 協 力 して その 父 親 を 殺 し,「 魔 法 的」 に彼 の 力 を 体 内 化 す る た め に,一 一緒 に

その 父 親 を 食 っ た と い う こ とで あ る.従 って,息 子 達 に恐 られ,嫌 わ れ,そ して 同 時 に敬

愛 され,憧 れ られ て い た この 「原 始 的 父 親 」 は,ト ー テ ム の 動 物,神,父 親,リ ー ダ ー の

プ ロ トタイ プ で,集 団 の 自我 理 想 で あ る と フ ロイ トは述 べ て きた.
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リー ダ ー は,認 め られ るた め に,リ ビ ドー の 自由 と力 に よ って 集 団 に 自分 を押 し付 け な

け れ ば な らな い(Freud,1927).す なわ ち,リ ー ダ ー は強 い存 在 で な け れ ば な ら な い.

なぜ な ら集 団 は,ま だ 「無制 限 な力 で 支 配 され る こ とを 欲 して い る… … き わ めて つ よ く権

威 を憧 れ て お り,__圧 服 へ の渇 望 を も って い る」1)か らで あ る.さ らに,リ ー ダ ー は部

下 の リビ ドー の要求 を 満足 させ な ければ な らな い と い う こ と も同 様 に重 要 で あ る.っ ま り,

全て の メ ンバ ー は,リ ー ダー に よ って平 等 に 愛 され て い る と感 じな けれ ば な らな い.例 え

ば,フ ロイ トが述べ たよ うに,第 一一次 世 界 大 戦 の 間 に ドイ ツ軍 を 崩 壊 に導 い た戦 争 ノ イ ロー

ゼの最 初の 原因 は,部 下 達 に対 す る リーダ ー 達 の 残 酷,非 人 間 的 な 指 導 の 取 り方 に あ っ た .

これ にっ いて,「集 団心 理 と 自我 の分 析」 に 以 下 の 通 り論 じられ て い る.

も し軍 師 達 の 「… … リ ビ ドー要 求 が も っ と考 慮 さ れ て い た な らば,..._優 秀 な兵 器(人

力)が ドイ ツの 戦 術 家 た ちの 手 中 に あ る ま ま で破 壊 され るよ うな こ と は,な か っ たで あ ろ

う.」(同 上,p.215)

リー ダー に 関 す る フ ロ イ ド派 的 考 え は,次 の よ うに要 約 す る こ とが で きよ う.

① 集 団 の メ ンバ ー は一 方 で リー ダ ー に,他 方 で他 の メ ンバ ー 達 に リビ ドー的 に 結 びつ

け られ て い る.さ らに,集 団 に お け る リ ビ ドー の 関係 は本 質 的 に 「同 一 化 」 と 「取 り

込 み 」 と言 う メ カ ニ ズ ム に 由来 す る.

② 集 団 の メ ンバ ー は お互 い に同 一 化 す る と同 時 に,リ ー ダー と も同 一 化 して い る.こ

の よ う な過 程 を通 して,リ ー ダ ー は,自 我 に 取 り込 ま れ,各 メ ンバ ーお よ び集 団 全 体

の 自我 理 想 に な る.

③ 集 団 の リー ダ ー の プ ロ トタ イ プ は 「原 始 的 父 親」 で あ る.

④ リー ダ ー の効 果 性 は,全 て の 部 下 達,あ るい は 集 団 の メ ンバ ー を 支 配 す る こ と と同

時 に彼 らを平 等 に愛 す る こ と とい う二 つ の 基 本 的 な 機 能 を行 使 す る こ とに存 す るの で

あ る.

PMリ ーダー シ ップ理論 の序説
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次

元 PM PM

pm pm

P次 元

図1.リ ー ダ ー シ ッ プPM4類 型(三 隅 、1985参 照)

PM論 は,三 隅 らに よ る数 十

年 に わ た る学 際 的 研 究(実 験 的

研 究 及 び 現 場 研 究)を 通 して,

リー ダー シ ップ研 究 者 に広 く知

られ るよ う に な っ た.こ の 理 論

は,あ らゆ る社 会 的 条 件 に お い

て リー ダー シ ップが 果 たすパ フ ォ

ー マ ンス(P)と メイ ンテナ ンス

(M)(Cartwright&Zander,

1968)と い う2っ の 集 団機 能 に

基 づ いて い る.パ フ ォー マ ンス

機 能(P)と は,課 題 の解 決 や

集 団 の 目標 達 成 を 促 進 す る もの

で あ り,メ イ ンテ ナ ンス機 能(M)と は,集 団 の 自 己保 存,つ ま り,物 理 的,社 会 的 安 全

性 の 維 持,集 団 の団 結 を促 進 す る もの で あ る(三 隅,1985).

三 隅 らは,こ れ ら2つ の機 能 を リー ダ ー シ ップ の 測 定 の た め の 主 な 次 元 と して 用 い,こ

れ らを組 み合 わせ る こ と に よ ってP型,M型,PM型,pm型 とい う4類 型 の 分 類 を得 た.
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す な わ ち,P型 はP得 点 が 平 均 値 よ り高 く,M得 点 が平 均 値 よ り低 い リー ダ ー シ ップで あ

る.M型 は,M得 点 が 平 均 値 よ り高 く,P得 点 が平 均値 よ り低 い リー ダ ー シ ップで あ る.

これ ら2つ の 次 元 に 関 す る得 点 が 共 に 平 均 よ り高 い リー ダ ー は,PM型 リー ダ ー シ ップ と

され るの であ る.こ のPM型 リーダー シ ップ は,P得 点,M得 点 が 共 に平 均 値 よ り低 いpm

型 と正反 対 で あ る.

表1.リ ー ダーシップPM4類 型の効果順位表
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囲*状 況に対す る動機づけが低い被験者の場合は、(1)P型 、(2)PM型 、(3}pm型 、(4)M型 の順位 であ る。

三隅(1985)が 示 しているように,リ ーダーシップの効果は,客 観的基準変数と認知的

基準変数の両者において見出されている.す なわち,表1に 示されているように,PM4

類型の有効性の順位は,一 つの例を除けば,PM型 が一位であり,短 期的にはP型 が,長

的にはM型 がこれに続き,pm型 は一貫 してその順位が最 も低い.こ の有効性の順位 は,

PMリ ーダーシップ論に基づいたさまざまな学際的研究(実 験的研究及び現場研究)に お

いて一貫 していることが確証されている(Misumi&Peterson,1987).

三隅(1985)に よれば,「PMリ ーダーシップ行動力学」か ら引き出される結論は,

PM型 の優れた有効性は,P行 動とM行 動の相互作用によるということである.こ の相互

作用に関 しては多数の研究によって明らかにされてきた(例 えば,山 田,1986).三 隅に

よれば,集 団が高度に活動するためには,リ ーダーシ・ップのP機 能は不可欠であるが,実

際にP機 能が有効になるためにはM機 能が必要である.な ぜならば,M行 動の水準が低け

れば,P行 動は部下によって圧力の源として感 じられ,そ の結果,心 理的抵抗や不安を引

き起こすか らである.こ の不安や抵抗が持続 している場合には,そ の集団の動機づけ,業

績,お よび満足度が減少することになる.こ のような不安や抵抗を低減させ,そ して結果

として集団を効果的に運営させるためには,M行 動を伴ったP行 動が必要である.な ぜな

らば,P行 動にとってM行 動は 「触媒」効果をもっか らである.

しか しなが ら,こ の解釈は,PMリ ーダーシップ類型を特徴づけている機能と,行 動的

メカニズムの意識的な側面のみ問題にしているので,こ れ らのメカニズムと過程をより理
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解 す るに は,精 神 分 析 的,つ ま り,メ タ心 理 学 的 な ア プ ロ ー チ も必 要 で あ ろ う.

PM四 類型への精神分析的アプローチ

さて こ こで,PMリ ー ダー シ ップ 理 論 が 提 案 して い るそ れ ぞ れ 四 つ の類 型 を記 述 し,そ

れ ぞ れの リー ダ ー シ ップ 型 に お け る リー ダー と部 下 の 関 係 にお いて 活 用 さ れ て い る心 理 的

メ カ ニ ズ ム にっ い て 論 じて み よ う.

1.「 原 始 的 父親 」 と して のP型 リー ダ0シ ップ

P型 リー ダ ー シ ップ は,Pと い う頭 文字 に よ って 示 され て い る通 り,基 本 的 に集 団 の パ

フ ォーマ ン ス あ る い は生 産 に関 す る もの と して 定 義 され る もの で あ る.実 際 に,こ の よ う

な リー ダ ー シ ップ に よ っ て特 徴 づ け られ る リー ダー は,自 分 の 与 え た命 令 の 通 り部 下 が活

動 す る こ とを 望 む もの で,職 場 に お け る 自分 の 「世 の 中 に 対 す る見 方 」,自 分 の や り方,

計 画,目 標 を 集 団 に課 しなが ら最 大 の 効率 を 引 き 出 そ う とす る もの で あ る.従 って,こ の

よ う な リー ダ ー は,集 団 の メ ンバ ーの 気 持 ち や 意 見 な どを 重 視 しな い ばか りか 軽ん じた り

もす るの で,部 下 に と って 近 づ き に く く,話 しか け に くい リー ダー で あ る.そ の ため に,

リー ダー と集 団 の メ ンバ ーの 間 に溝 が 広 が り,集 団 に お け る コ ミュニ ケ ー シ ョ ンの 質 ・量

が 相 対 的 に 減 少 す る.す なわ ち,リ ー ダ ー と集 団 の 関係 は,集 団 の 活 動 に関 す る命 令 や 指

示 に限 られ,仕 事 の 範 囲 を 越 え な いの が 一 般 的 で あ る.

この よ うに,P型 リー ダ ー は,主 に集 団 の 物 理 的活 動 に こだ わ るの で,「 原 始 的 父 親 」

と同 様,集 団 に 「快 感 原 則 」 の 代 わ りに 「現 実 原 則」 を 強制 し,集 団 の リ ビ ドー欲 動 を 拒

否 す る こ とに な る.従 って,リ ー ダ ー に よ って 満 た され な か っ た 集 団 の リ ビ ドー的 エ ネル

ギ ー は,仕 事,あ る い は,集 団 の あ らゆ る活動 に 「昇 華 」 さ れ る .こ の 「昇 華 」 メ カ ニ

ズ ム に よ って,な ぜP型 リー ダー シ ッ プが(特 に モ チ ベ ー シ ョ ンが 低 い 集 団 の 場 合)短 期

に一 番 高 い 効 率(表1参 照)を もた らす の か と い う こと を説 明 で き るだ ろ う.し か しなが

ら・ この リー ダ ー シ ップが 有 効 で あ る たあ に は,リ ー ダー に よ って 強 い られ た リ ビ ドーの

フ ラ ス トレー シ ョ ンに 集 団 が 耐 え た り,開 放 され た リ ビ ドー性 の エ ネル ギ ーの ため に は け

口 を(昇 華 メ カ ニ ズ ムに よ って)見 つ け た りす る こ と が 必 要 で あ る.従 っ て,集 団 の フ

ラス トレー シ ョンが あ る程 度以 上 に な り,そ して 昇 華 メ カ ニ ズ ムが 機 能 的 で な くな る と,

P型 リー ダ ー シ ップ は,実 験 的 に 証 明 され た よ う に,集 団(部 下)に よ って 高 度 の圧 力 の

源 と して 体 験 され るの で あ る(三 隅,1984).そ の 結 果,集 団 は この よ うな 圧 力 に 対 す る

反 応 と して,心 理 的 抵 抗 を 示す よ うに な る.

さ らに・ この 抵 抗 は,リ ー ダ ー に対 す る無 意 識 的,あ るい は,意 識 的 な攻 撃 性 と して 現

れ るの で あ る.意 識 的 な攻 撃 性 は,サ ボ タ ー ジュ とか,デ モ とか,リ ー ダ ー を 首 にす る と

い うよ うな 集 団 の 直 接 的 な行 為 に含 まれ るが,無 意 識 的 な攻 撃 性 が ,特 に深 刻 な結 果(例

え ば厳格 な罰)を もた らす 可 能 性があ る時(軍 隊,学 校 な ど の よ うな 相 対 的 に厳 格 な規 範 ・

規 律 を 有 す る組 織 の 場 合),巧 み に カ モ フ ラ ー ジュ さ れ るの で,一 一見 した と こ ろで は非 常

に 解 りに くい.長 時 間 にお いて 生 じる集 団 の パ フ ォー マ ンス の 減少(同 上)は
,こ の よ う

な リー ダー に 対 す る無 意 識 的 な 攻 撃 性 の 代 表 的 な例 で あ る.す な わ ち,集 団 は,リ ー ダ ー

に と って パ フ ォー マ ンス の 低 下 が ど うい う意 味 を もって い る の か
,あ るい は,ど う い う深

刻 な 結 果 を もた らす の か とい う こ とを 知 って い るの で,リ ー ダ ー の 注 目を 引 くた め に,無

意 識的 にパ フ ォー マ ンスを 減少(抑 制)さ せ るよ う にや り く りす る と考 え られ るの で あ る .

別 言 す れ ば,集 団 は ま る で リー ダー を 脅 迫 しよ う とす るか の よ うに 振 舞 う.こ の 「策 略 」
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は小 児 的 で あ る こ とに ち が い な い.子 供 に 関 わ っ た ことが あ る人 は,子 供 が 大 人(教 師 や

親 な ど)を 困 らせ る こと によ って注 目を 引 こ う と して,病 気 に な ろ う と した り,あ るい は,

単 に病 気 の ふ りを した りす る とい う こ とを 経験 した こ とが あ る に ちが い な い .

この よ う に,集 団 は リー ダ ー に対 して,「 原 始 的 群 集 」 の 兄 弟 の よ う に振 舞 う.す な わ

ち,父 親 に よ って 引 き起 こされ た性 的 な不 満 を 我 慢 で きな くな っ た と きの 原 始 的兄 弟 の よ

う に,集 団 も 自分 の パ フ ォー マ ンスを 減 少 す る こ とに よ って,リ ー ダ ー を攻 撃す る.た だ

し,「 原 始 的 群 集 」 と違 って,集 団 が,「 肉体 的」 で は な く 「社 会 的 」 に リー ダ ー を殺 す

とい え る.す な わ ち,こ の よ う な集 団 の 行 動 は,し ば しば リー ダ ーの 辞 職 や 解 雇 つ ま り

リー ダー の 「社 会 的 」 死 に導 くこ と に な る.多 数 の 言 語 に お い て,強 制 的 辞 職 が,死 と し

て 考 え られ る と い う こ とを 考 慮 す れ ば この よ う な 「原 始 的 父 」 の 「肉 体 的 」 死 と リー

ダー の 「社会 的 」 死 との 類 似 性 は よ り理 解 され る だ ろ う.例 え ば,日 本 語 で は,仕 事 を 辞

め させ られ る こ とを 「首 にな る」,つ ま り,「 首 を切 られ た」 とい う.最 悪 の 場 合 には,

この よ うな 「社 会 的 」,象 徴 的な死 は,自 殺 に よ る 「肉体 的」 死 に 導 く こ と も珍 し くな い .

な お,P型 リー ダー に よ って管 理 され て い る集 団 は,リ ビ ドー の 不 満 を 感 じた り,自 分

が見 捨 て られ て い る と感 じた りす るだ け で な く,リ ー ダ ー に迫 害 され て い る と も感 じる.

従 って,集 団 は 高度 の不 安 を 体験 す る こ と に な る.Klein(1959a)に よ れ ば,こ の 不 安

の プ ロ トタ イ プ は,「 妄 想 性 態 勢 」2)(paranoidposition)に お け る 乳 児 の 心 的 生 活 を 特

徴 づ け る 「迫 害 性 不 安 」 で あ る.す な わ ち,集 団 は,迫 害 性 不 安 に 直面 して い る乳 児 と同

様,「 妄 想 性 態 勢 」 に退 行(集 合 的 退 行)す る と共 に,「 分 割 」,「 投 射」,「 取 り込 み 」

と い う3つ の 防 衛 メ カ 子 ズ ム に頼 る よ うに な る.集 団 は,自 分 の 自我 と取 り込 ま れ て い る

対 象(リ ー ダ ー)を 同時 に それ ぞれ 「良 い」 自我 と 「悪 い」 自我,そ して 「良 い」 対 象 と

「悪 い」 対 象 に分 割 す る.次 に,集 団 は,自 分 の 「良 い 」 自我 を 「良 い 」 リー ダ ー に投 射

し,集 団の 「悪 い」 自我(攻 撃 性)を 「悪 い」 リー ダー に 投 射 す る.こ の よ うに,「 分 割 」

に由 来 す る 「良 い」 リー ダ ー と 「悪 い」 リー ダ ー は,相 対 的 に 独 立 性 を 得 た対 象 と して 扱

わ れ,ど ち ら も 「取 り込 み」 と 「投 射 」 メ カ ニ ズ ム に 従 うの で あ る.つ ま り,乳 児 に よ っ

て 「理 想 化 」 され,取 り込 まれ る 「良 い」 母 親 と同 様 に,「 良 い 」 リー ダ ー は集 団 に よ っ

て 「理 想 化 」 され,取 り込 まれ るの で あ る.リ ー ダ ー を 取 り込 む こ と に よ って,集 団 は

「迫 害 性 不 安 」 か ら自分 を守 る こ とが で き る の で あ る.「 悪 い 」 リー ダ ー は恐 れ るべ き存

在 で あ り,そ れ を外部 に投射 す る ことに よ っ て集 団 は 自分 の 不 安 の 源 を よ りよ く コ ン トロー

ル す る こ とが で き る よ う に な る.な ぜ な らば,「 体 内化 」 され て い る不 安 の 源 よ り 「体 外

化 」 され て い る不 安 の 源 の 方 が.集 団 に と っ て よ り コ ン トロー ル し易 いか らで あ る.さ ら

に,集 団 は 「悪 い」 リー ダ ーを 外 部 に投 射 す る こ とに よ って 自分 の 不 安 と リー ダ ー に 関 す

る攻 撃 を,次 の 方 程 式 で 合 理 化 す る こ とが で き る.「 リー ダー が 我 々 を 攻 撃 し迫 害 して い

る.だ か ら我 々 は,彼 に対 して 攻 撃 を 示 す の は 当 然 だ」 とい う こ とで あ る.

この よ うに,P型 リーダ ーが果 たす 主 な機 能 は,(「 投 射」 の 防 衛 メ カ ニ ズ ム に よ っ て)

集 団 の 攻 撃 を 受 け る こ と に よ って,そ の 攻 撃 性 の た め の は け 口 に な る.さ らに,こ の 攻 撃

性 が 存在 す るか ら こそ,リ ー ダー が 消 滅 した時 に は,集 団 の 内 部 に お いて 罪 責 感 が 生 じる

の で あ る.現 代 史 にお け る この 罪 責 感 を 示 す 例 は 多 い が,中 で も最 も有 名 なの は,ス タ ー

リン(宗 全 なP型)が 死 ん だ 時 の 例 で あ る.G.Mende1(1972)に よ る と,ス タ ー リ ン

の 死 は,当 時 の ロ シ ア国 民 に よ って(集 合 的 無 意 識 に お い て),自 分 達 の 攻 撃 的 欲 動 の結

果 と して受 け 入 れ られ た と い う こ とで あ る.言 うま で もな く,こ れ は単 な る仮 説 で あ る の

で,こ れ を確 証 す る に は,集 団 にお け る リー ダ ー の 消 滅 の 影 響 を 研 究 す る必 要 が あ る.



146 奈 良 大 学 紀 要 第17号

2.M型 リー ダ ー シ ップ あ る い は 「欲 求 不 満 を 引 き起 こす 保 護 者 的 母 」

前 述 した よ うに,M型 リー ダ ー シ ップ が 果 た す 主 要 な 機 能 は,あ らゆ る集 団 や組 織 の安

定 性 と,構 成 の補 強 とを保 持 す る こ とで あ る(Misumi,1985).換 言 す れ ば,こ の よ う

な リー ダ ー シ ップ は,メ ンバ ー の 社会 的 ・感 情 的 つ な が りを 補 強 しなが ら,集 団 の瓦 解 を

防 ぐもので あ る.行 動 の レベル に おいて,集 団 の パ フ ォー マ ン スを 中 心 とす るP型 リー ダ ー

と正 反 対 に,M型 リー ダ ー は,集 団 を 中心 に 考 え る もの で あ る.さ らに,こ の リー ダ ー は

集 団の メ ンバ ー達 を平 等 に 扱 うだ け で な く,彼 らの 意 見,提 案,集 団 に 関 わ るあ らゆ る問

題 に関 す る彼 らの 気 持 ち を考 慮 に い れ な が ら,集 団 の 存 在 を 拡 大 す る と い え る.従 っ て,

集 団の メ ンバ ー は気 軽 に リー ダ ー に近 づ くこ とが で き る.仕 事 の 状 況 に お い て,M型 リー

ダ ー は,「 リ ラ ック ス して くだ さい」,「気 軽 にや って 下 さ い」 な どの 言 葉 を通 じて,表 現

され る(Misumi&Peterson,1987).こ の 行 動 に よ って,M型 リー ダ ー は過 保 護 で

あ る母 に近 づ い て くる.す な わ ち,M型 リー ダー は,AnnaFreud(1952)の 言 う,欲 求

不 満 を 喚 起 す る過 保 護(frustratingProtector)の 母 親 の よ う に,集 団 を 「抱 き」,あ

らゆ る現 実 との 関 係(不 満 を生 み そ うな 関 係)を 避 け させ るの で あ る3).

言 うまで もな く,こ の よ うな リー ダ ー の 下 で 機 能 して い る集 団 は,「快 感 原 則」 に よ って

動 か され て い るが,理 想 的 に見 え て も,こ の リー ダ ーは,集 団 の 良 い働 き と有 効性 に不 利

な影響 を与 え ない と もいえ な い.す なわ ち,こ の リー ダ ーの 場 合,集 団 は 「依 託 的関 係 」4)

(relationanaclitique)に 退 行 す る こ と に な る の で,自 我 が ま だ 未 発 達 で あ る 乳 児 の よ

うに,リ ー ダ ー に完 全 に依 存 す る.そ うす る こ と に よ って,集 団 は,未 成 熟 お よ び無 器 用

で,リ ー ダ ー の助 け な しで は 自 分 で何 もで きな い か の よ う に行 動 す る.従 っ て,集 団 は,

WilfredBion(1968)の 集 団 理 論 に お け る 「基 本 的 仮 定 の 依 存 性 」(BasicAssump-

tionDependency)に 基 づ く集 団 と同 様 に 行 動 し,リ ー ダ ー が あ た か も全 知 全 能 で あ る

か の よ うに振 舞 う.す な わ ち,集 団 に と って,リ ー ダ ー は その 気 に な れ ば い か な る状 況 に

あ って もあ らゆ る困 難 を 解 決 し,集 団 の あ らゆ る欲 求 を満 た し うる(良 い)存 在 で あ る か

の よ うに 認知 され るの で,集 団 は,リ ー ダ ーか ら絶 え間 な く愛 清 や注 目 を要 求 す る.し か

しな が ら,リ ー ダ ー は 集 団 の 要 求 に 応 え れ ば,応 え る ほ ど,集 団 が,土 居健 郎(1971)が

言 うよ うに,甘 え て,よ り気 難 しく,よ り きび し く要 求 す る よ うに な る .仕 事 の状 況 に お

いて,こ の 集 団 の 限 りな い 愛 と安 心 感へ の 要 求,あ る い は ,GermaineGuex(1950)の

言 う感 情 的 「貧 食 性 」("910utonnerie"affective)は,絶 え 間 な い労 働 者 の 労 働 条 件

の改 善 の 要 求 に現 れ る.こ の よ うな集 団 の行 動 は,リ ー ダ ーを 全 能 的 に統 制 し,「 空 」 に

した い と い う無 意 識 的 な 欲 望 を 隠 蔽 して い る と考 え られ るの で あ る .

しか しなが ら,リ ー ダ ー は常 に集 団 の 期待 や リビ ドーの 欲 求 を 満 たす こ とが で き な い の

で,集 団 の 失 望 や 敵意 を 喚 起 し,結 果 的 に 「悪 い 」 リー ダー と して 認 識 され,リ ー ダ ー が

(集 団の)欲 求 や期 待 を満 たす ことを拒否 す るの は,「 愛 」 の 欠 如 の 証 拠 と して 集 団 に よ っ

て 解 釈 され るの で あ る.前 述 した よ うに,集 団 と リー ダー は 「依 託 的 」 関係 に よ って 結 ば

れ て い るの で,集 団 は,遺 棄 され る の で は な い か と不 安 を 感 じる .従 って,Guex(同 上)

によ る不 安,攻 撃 性,安 全 へ の 要 求,無 価 値 感 な ど の遺 棄 神 経 病(n6vrosed'abandon)

の 症 状 が 集 団 内 に現 れ る と考 え られ る.

この よ う に,P型 リー ダ ーの 場 合 と同 様 に,M型 リー ダー の 場 合 に も リー ダ ー に対 す る

集 団 の 態 度 は,ア ツ ヴ ィバ レ ンス に よ って 特 徴 づ け られ る.す な わ ち,M型 リー ダ ー の場

合 に も集 団 は,リ ー ダ ー に対 して,「 良 い」 と 「悪 い」 とい う正 反 対 の イ メ ー ジを抱 く と
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い う ことで あ る5).前 述 した よ うに,こ の リー ダ ー に対 す る ア ン ヴ ィバ レンス は,集 団 が

ク ラ イ ン派 の 「分 割 」,「 投 射」,「 取 り込 み 」 と い う過 程 に 頼 る こ とに 起 因 す るの で あ

る.す なわ ち,集 団 は,遺 棄不 安 を 耐 え る,あ る い は,コ ン トロー ル す るた め に,自 我 と

リー ダ ー(対 象)を 分 割 し,「 良 い」 自我 と 「悪 い」 自我,そ れ ぞ れ を リー ダー に 投 射 す

る.そ の 結 果,「 良 い」 リー ダー は 「理 想 化 」 され,「 悪 い」 リー ダ ー は 恐 ろ しい,迫 害

的,ま た,欲 求 不 満 を 喚 起 す る存 在 と して 認 知 され る よ う に な る.こ こで,注 目す べ き も

の は,「 分 割 」 に 由来 す る 「良 い」 リー ダ ー と 「悪 い」 リー ダ ー は,集 団 の 無 意 識 に お い

て,お 互 い に相 対 的 自律 性 を 得 た もの と して 取 扱 われ る と い う こ とで あ る.

この よ うに,今 までM型 リーダ ーが集 団 に 及 ぼす 影 響 にっ い て の み 述 べ て きた が,次 に,

その フ ィー ドバ ック,つ ま り,集 団 がM型 リー ダ ー に及 ぼす 影 響 も考 慮 に 入 れ て み よ う.

ここで,前 述 の 集 団 の感 情 的 「貧 食 性 」 は この リー ダ ー に よ っ て 自 己 愛 的 外 傷(blessure

narCiSSiqUe)と して受 け られ る とい う こ とが 仮 説 と して 考 え ら れ る.そ の 原 因 は,リ ー

ダ ーが 集 団 か ら愛 情 と安 全 へ の要 求 が 繰 り返 し生 じて くるの を,自 分 の 指 導 力 の 欠 如,あ

る い は,集 団 を 満 足 させ る能 力 の欠 如 の 証 拠 と して 解 釈 す る こ とに あ る.さ らに,集 団 の

限 りな い要 求 は,こ の 自己 愛 的外 傷 を 活 性 化 す るの で,リ ー ダ ー に よ って,攻 撃 や 迫 害 と

して 体 験 され る こ とに な る.従 って,リ ー ダ ーが 「迫 害 的」 不 安 を感 じ,集 団 に対 して 敵

意 を 抱 くよ うに な るが,こ の 敵 意 は,集 団 の 意 識 的 な期 待 やM型 リー ダー の 「保 護 者 的 」

母 と い う地 位 に そ ぐわ な い の で,「 抑 圧 」 され,そ の代 わ りに大 仰 な 気 配 りが 示 され る.

す な わ ち,こ の気 配 り,心 配 りは本 物 で は な く,リ ー ダ ーへ の 集 団 の 依 存 性 を よ り促 進 さ

せ,集 団 を統 制 ・支 配 した い とい う リー ダ ーの 無 意 識 的 な 欲 望 を 隠 蔽 して い るの で あ る.

この よ うに,M型 リー ダー と集 団 の 関 係 は,感 情 的 な 悪循 環 に よ って 特 徴 づ け られ て い

る.す な わ ち,リ ー ダー が 集 団 に 対 して 気 配 りや 心 配 りを 示 せ ば 示 す ほ ど,集 団 は愛 情 を

よ り多 く要 求 し,ま た,集 団 が 愛 情 を 強 く求 めれ ば 求 め る ほ ど,リ ー ダー は攻 撃 性 や 迫 害

を感 じ,「 抑圧 」 され た敵 意 を隠蔽 して い る大 仰 な 配 慮6)を 集 団 に 対 して 示 す よ う に な る.

結 論 と して,集 団 を 中心 とみ な した り,大 仰 に保 護 した りす る こ と に よ ってM型 リー ダ ー

は,集 団 の 現 実 との 発 展 的 な関 係 を 達 成 す るた め の 能 力 を(「 妄 想 性 態 勢 」 に お いて 「分

割 」 と 「取 り込 み 」 メ カ ニ ズ ム に頼 る時 の 乳 児 の よ うに)弱 め る と い え る.

さて 次 に,PM型 リー ダ ー シ ップの 特 徴 は 何 で あ ろ うか,リ ー ダ ー と集 団 との 関係 に お

いて どの よ う な心 理 的 メ カ ニ ズ ムが 活 用 され て い るの か,な ぜPM型 リー ダ ー シ ップ は 客

観 的 にお いて も認 知 的 基 準 変 数 に お いて も一 番 効 果 的 で あ るの か,と い うよ うな 疑 問 に 答

え て み よ う.

3.PM型 リー ダ ー シ ップ あ る い は欲 動 の 均 衡

三 隅(1985)に よれ ば,PM型 リー ダ ー シ ッ プ は,P型 とM型 の 単 な る 加 算 効 果 を 指 す

の で は な く,む しろ それ は,こ れ らの二 つ の リー ダ ー シ ッ プの 相 乗 効 果 を 指 す の で あ る.

PM型 の 優 れ た有 効 性 は,こ のP型 とM型 の 相 乗 効 果 にあ る.従 っ て,三 隅 が 述べ て きた

よ う に,P行 動 は,集 団 を有 効 に機 能 させ るた め に必 要 で あ る に もか か わ らず,M行 動 を

伴 わ な い 場 合 に は,圧 力 の 源 と して 部 下 達 に よ って 認 識 され るの で あ る.こ の 圧 力 とそ の

結 果 で あ る心 理 的 抵 抗 を減 少 させ る た あ に は,リ ー ダ ー はM行 動 を発 揮 す る必 要 が あ る.

な ぜ な らば,M行 動 はP行 動 に と って 「触 媒 効 果 」 を も って い る か らで あ る.要 す るに,

実 証 的 に も確 証 され て き た(Misumi,1985)よ うに,リ ー ダー シ ップ が 有 効 に な る た め

には,パ フ ォ ーマ ンス と メ イ ンテ ナ ンス行 動 を 同 時 に重 視 しな けれ ば な らな い の で あ る.
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精神 分析 論 の観点 か ら見 れば,PM型 の 有 効 性 の 問 題 に関 して,P型 とM型 リー ダー シ ッ

プ の下 で 機 能 して い る集 団 は,前 述 した よ うに,「 妄 想 性 態 勢 」 に 「退 行 」 し,そ して,

これ ら二 っ の リー ダ ー シ ップ ス タ イ ル を 特 徴 づ け る 「迫 害 性 不 安 」 を乗 り越 え るた め に ,

「分 割 」,「 投 射 」,「 取 り込 み 」 とい うメ カ ニ ズ ムに 頼 るよ う に な る.そ うす る こ とに

よ って,集 団 は エ ネル ギ ー の大 部 分 を失 い,効 果 的 に 機 能 す る こ とが で き な くな る.す な

わ ち,P型 とM型 の 場合 に は,集 団 は 「悪 い」 リー ダー と 「良 い」 リー ダ ー と い う リー ダ ー

の二 っ の イメ ー ジを 分 断す る ことに エ ネル ギ ー を 備 給 しな け れ ば な ら な い.さ もな けれ ば,

集 団 は,敵 が 集 団 外 に(「 悪 い」 リー ダ ー 内 に)あ る とい うよ り も,集 団 メ ンバ ーの 一 人

一 人 の 内 部 に あ る とい う恐 ろ しい現 実 に 直面 しな け れ ば な らな くな る
.

この よ うに,集 団 が 発 展 し,強 力 な もの と な り,効 果 的 に機 能 す る こ とが で き る よ うに

な る た め に は,ち ょ う ど乳 児 が 「抑 欝 性 態 勢 」7)(depressiveposition)に お い て リビ ドー

的対 象(母 親)を 全 体 と して 知 覚 す る と同 様,「 良 い」 リー ダ ー も 「悪 い 」 リー ダ ー も同

一 人 物(全 体 対 象)で あ る こ とを 認 知 しな けれ ば な らな い
.す な わ ち,リ ー ダー の 良 性 と

悪 性 が,集 団 自体 の 自 我 の 「分 割」 と 「分 割 」 され た 自我(の 部 分)の 「投 射 」 の 結 果 に

過 ぎ な い と い う こと を 認 知 しな け れ ば な らな い.さ も な けれ ば,上 に 述 べ た よ う に ,集 団

は,不 安 に対 応 す る た め に,エ ネ ル ギ ー を 「分 割 」 な どの 躁 性 の 防 衛 に 浪 費 して しま う こ

と に な るの で あ る.

リー ダー を この よ う に 認知 す る こと は,集 団 がPM型 リー ダ ー シ ップ の下 で 機能 して い

る時 の み 可 能 で あ る.な ぜ な らば,PM型 リー ダー シ ップ は,パ フ ォー マ ンス機 能 とメ イ

ンテナ ンス機 能 を同時 に強調 す る ことに よ っ て,集 団 を この 事 実(リ ー ダ ー の二 つ の側 面)

の 認 識へ と向 か わ せ るか らで あ る.従 っ て,PM型 リー ダ ー シ ッ プの 場 合 に は(P型 リー

ダー シ ップ とM型 リー ダ ー シ ッ プの 場 合 と違 っ て),集 団 は,「 抑 欝 性 態 勢 」 に お いて 対

象(母 親)を 認知 す る乳 児 と同様 に,リ ー ダ ー を 「全体 対 象」 と して 認 知 す る よ う に な る .

す な わ ち,集 団 は良 性 と悪 性 を 「分 割 」 せ ず,同 一 の リー ダ ー の二 つ の 補 足 的 特 性 と して

そ れ らを認 知 す る の で あ る.同 時 に,集 団 の 幼 想 対 象(内 部)と して の リー ダ ー と実 際

(外部)の リー ダーの距 た りが,他 の リー ダー シ ッ プの 場 合 よ り も縮 ま って く る
.さ らに,

PM型 リー ダ ー は 「全 体 対 象 」 と して 知 覚 され ,ま た集 団 の 攻 撃 性 と リ ドビー 的 欲動 は 同
一 の リー ダー を 目指 して 合 一 す るの で

,集 団 の(リ ー ダー に 対 す る)態 度 は,感 情 的 「両

価 性」(愛 と憎 しみ)に よ って 特 徴 づ け られ る.こ れ は,PM型 リー ダ ーが,作 業 を 行 な

うよ うに指 示 す る こ とに よ って,集 団 に 「現 実 原 則 」 を強 い る(P機 能)た あ
,集 団 か ら

嫌 われ ・ 「悪 い」 対 象 と して 認 知 され,ま た 同 時 に,PM型 リー ダ ー は 「快 感 原 則 」 に も

動 か され ・集 団を 「愛 」す る(M機 能)た め,「良 い」 対 象 と して も知 覚 され るか らで あ る
.

この よ うに ・PM型 リー ダ ー シ ップ は,集 団 の攻 撃 性 と リ ド ビー的 欲 動 を 同 時 に 満足 させ

るの で ・ 比 喩 的 に 言 え ば,集 団 に と って,PM型 リー ダー は ,「 エ ロ ス」 と 「タナ トス 」

に よ って 支 配 され て い る王 国 の よ う な もの で あ ろ う
.

な おsあ らゆ る リー ダ ー シ ッ プは,多 か れ 少 な か れ フ ラス トレー シ ョ ンと そ の結 果 と し

て の攻 撃 を 引 き起 こす が,PM型 リー ダー シ ップ もそ の例 外 で は な い
.し か しなが ら,P

M型 リー ダ ーの 下 で集 団 に よ って 体 験 され る不 安 は,(P型 リー ダ ー とM型 リー ダ ーの 場

合 と違 って)迫 害 的 な もの で は な く,抑 欝 性 を も っ た もの で あ る.す な わ ち,「 抑 欝 性 態

勢 」 にあ る乳 児 の 心 的 生 活 を特 徴 づ け る不 安 と同 様 に,こ こで の 集 団 の不 安 は ,内 部 の あ

るい は 外 部 の 「全 体 対 象 」 と して の リー ダ ー の 喪 失 と関 わ り,そ の 動 因 は集 団 の 攻 撃欲 動

(サ デ ィズ ム)に あ る.こ れ らの 集 団 の 攻 撃 欲 動 は ,P型 あ る い はM型 リー ダ ー シ ップ の
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場 合 ほ ど強 くな い と して も,リ ビ ドー 的 欲 動 と共 存 し,同 一 の リー ダ ーを 目指 して 合 一 し

て い る.集 団 の 「幼想 世 界」 に お い て は,こ の 攻 撃 欲 動 が 存 在 す るか ら こ そ,リ ー ダ ーを

破 壊 し,こ れ を失 い は す ま い か とい う不 安 が生 まれ るの で あ る.こ の よ うな 不 安 を 有 効 的

に 克服す るため に,集 団 は,「 抑 欝性 態勢 」 に あ る乳 児 の よ うに,「 攻 撃 性 の 制 止 」 や 「修

復 作 用 」 と い う肯 定 的 な防 衛 メ カ ニ ズ ム に頼 る.リ ー ダー に 対 す る集 団 の 攻 撃 的 欲 動 は,

「目標 の 制 止 」(J.LaplancheetJ.B.Pontalis,1977参 照)が 生 じ る こ と に よ っ

て,集 団の 活動(例 え ば,仕 事)に 昇 華 され る こ とに な る.こ の よ う な観 点 か ら見 れ ば,P

M型 リー ダー シ ップに おけ る高度 のパ フ ォー マ ンス は,こ の 「修 復 作 用 」 メ カ ニ ズ ム の結 果

と して解 釈 され うる.す なわ ち,前 述 した 「抑 欝 性 態 勢 」 に あ る乳 児 の よ う に,集 団 は,高

度 に生 産す るこ とによ って,自 分 の攻 撃的 幼 想 性 が リー ダ ー に 否 定 的 影 響 を 及 ぼ した の で は

な いか と考 え,そ れ を 「修 復 」 あ るいは 「補 償 」 しよ う とす るか の よ う に振 舞 うの で あ る.

さ らに,PM型 リー ダ ー は,前 述 した よ う に,作 業 を 進 め るた め に集 団 を 現 実 に対 決 さ

せ(P行 動),そ れ に 「現 実 原 則 」 を 強 制 し,集 団 を守 り(M行 動),そ の リ ビ ドー 的 欲

求 を 満 足 させ,「 快 感 原 則 」 を 促 進 す る こと に よ って,集 団 に と って 欲 動 の 「均 衡」 もた

らす もの で あ ろ う.PM型 リー ダー シ ップの 優 れ た 有 効 性(表1参 照)は,こ の 欲 動 の

「均 衡 」 の 結 果 と考 え られ るだ ろ う.

この よ うに,フ ロ イ トや 三 隅 の 研 究 の 結 果 に よ って 示 唆 され る よ う に,有 効 な リー ダ ー

に な るた め に リー ダー は,部 下 を 支 配 す る(P行 動)だ け で な く,彼 らを 「愛 」 した り,

守 った りす る(M行 動)こ と も しな けれ ば な らな い.次 に 考 察 す るの は.リ ー ダ ー が,こ

れ らの二 つ の リー ダー シ ップ機 能 を 量 的 ・質 的 に 果 たす こ とが で き な い 時 に,集 団 に ど う

い う影 響 を 及 ぼ す の か と い う問 題 で あ る.

4.pm型 リー ダ ー シ ップ あ る い は 集 団 の リ ビ ドー的 構 成 の 崩 壊

PM論 に お いて,こ の よ うな リー ダ ーを 代 表 して い る の はpm型 リー ダ ーで あ る.す な

わ ち,pm型 と して 分 類 され る リー ダー は,パ フ ォー マ ンス もメ イ ンテ ナ ン ス も比 較 的 重

視 しな い リー ダ ーで あ る.さ らに,有 効 性 に 関 して は,こ の リー ダ ー シ ップ は,表1に 示

されて い る通 り,一 番 低 い タ イ プで あ る.し か し.な ぜpm型 リー ダ ー シ ップ の 効 果 性 は

この よ う に低 いの で あ ろ うか.

あ らゆ る リー ダー は前 述 した二 っ の基 本 的 な機 能 に 基 づ い て 定 義 され るの で,pm型 リー

ダ ー は,集 団 に よ って 心 理 的 に 「不 在 」 と して 認 識 され る と考 え られ る.こ の リー ダ ーの

「不 在 性 」 は,集 団の リビ ドー 的構 成 の 弛 緩 と崩 壊 へ と,ま た集 団 の メ ンバ ー 間 及 び 集 団

と リー ダ ー間 の リ ビ ドー 的 結合 の 消失 へ と導 き,そ の 結 果,集 合 的 パ ニ ッ クが 生 じるの で

あ る.リ ー ダ ーの 消失 の 影響 に 関 して,Freud(1927)は 「集 団 心 理 学 と 自 我 の 分 析 」 の

中 で 次 の よ う に述 べ て い る.

「なんらかの意味で指導者を失 うことや,指 導者に疑惑を抱くことは……恐慌を爆発

させるのだ.指 導者 との結合がなくなると,(普 通は)集 団の個人の間の結合もまた失

われる.集 団はちょうどボロニヤの小壕のように,先 が失われると砕けて しまうのであ

る.」8>

この集合的パニックは,現 実的な危険と必ず しも関係はないので,「 神経症的不安」に

類似 し,リ ビドー的な結合の崩壊の結果なのである.さ らに,不 安やパニックに直面 して
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い る集 団 は,リ ー ダ ー に 見 捨 て られ,危 険 の 前 に晒 され て い る よ う に感 じる の で,危 険 を

誇 張す る傾 向 が あ る.従 って,普 通 に リー ダー に備 給 され て い る はず の リビ ドー と攻 撃 性

が,集 団 自 身 に 再備 給 され る こ とに な る.こ の 場 合,リ ー ダ ー は,集 団 に 無 視 され,そ し

て 「だ れ もが他 人 の こ とを か ま わ ず に 自分 の こ と だ けを 心 配 す る」(同 上).そ の 結 果,

集団 は敵対 す る小 集団 あ るい は分派 に分 裂 した り,崩 壊 した りす る こ とに な る9).例 え ば,

日本 の元 総 理 大 臣 田 中 角 栄 の 党 派 の 崩 壊 と その 結 果 と して の竹 下 登 の 「創 政 会 」 の 創 設 や

党 派 間 の 争 い は,リ ー ダー が 心 理 的 不 在 と して 体 験 され る とき の 好 例 で あ る.

な お,pm型 リー ダ ー の場 合 に,PM型 あ るい はP型 リー ダ ー シ ップ条 件 に お いて 「目

標の 制止 」が 行 われ,「 昇華 」 され るはず で あ る集 団 の攻 撃 的欲 動 は,集 団 の 内 部 にあ り,

内 面 か ら集 団 を 脅 か して い る.こ の 攻 撃 的欲 動 の存 在 か ら生 じ るパ ニ ックや 不 安 を 処 理 す

るた め に,集 団 は,こ こで もク ラ イ ンの 「分 割 」 や 「投 射」 や 「取 り込 み 」 と い う心 理 的

過 程 に頼 り,「 良 い」 集 団 と 「悪 い」 集 団 とに 分 割 され る こ とに な る.「 良 い」 集 団 は,

際 限 の な い 直 接 な満 足 を与 え られ る者 と して知 覚 され るの で,「 理 想 化 」 され,取 り込 ま

れ る.な ぜ な らば,そ れ を取 り込 む こと に よ って,成 員 は 不 安 か ら守 られ る(安 心 保 障)

か らで あ る.「 悪 い」 集 団 は,恐 れ るべ き迫 害 者 と して 認 識 され,そ れ を取 り込 む こ とは

集 団 が 内 部 的 な破 壊 の危 険 を 冒す こ とに な るの で,外 部 へ 「投 射 」 され る こ とに な る.こ

の よ うに,pm型 リー ダ ーの 下 で 機 能 す る集 団 は,こ の 「迫 害性 」 を 持 っ た不 安 との 戦 い

に お いて 自分 の エ ネ ル ギ ー を備 給 して しま うの で,発 展 し た り,協 同 的 に 活 動 した りす

る ことが 相 対 的 に で き な くな る.実 験 室 にお け るpm型 リー ダ ー シ ッ プ の 高 度 の 効 果 性

(Misumi,1985)は,例 外 に過 ぎ な い と言 え よ う.す な わ ち,実 験 室 に お い て,被 験 者

は,比 較 的 に不 明確 な作 業 に 直 面 し,一 人 で いか な る リー ダ ー の助 け もな く,そ れ を 行 う

よ うに指 示 され るの で,被 験 者 は この 「非 指 示 性 」 の状 況 に対 す る不 満 や 作 業 を 遂 行 す る

た め の 「沈 黙 の 威 圧」(三 隅,1984)を 感 じるの で あ ろ う.三 隅 に よ れ ば,こ の 威 圧 は,

短 期 的 にP型 リー ダー シ ップ を 効 果 的 にす る 「P圧 力 」 と類 似 して い る.従 って,実 験 室

にお けるpm型 リー ダ ー シ ップ の有 効 性 は,pm型 リー ダ ー シ ップ そ の もの に よ る とい う

よ り も,pm型 の 実 験 状 況 がP型 リー ダ ー シ ップ の 「代 理 」(substitute)(Kerr&

Jermier・1978)と して 知 覚 され る こと に よ る もの で あ ろ う.た だ し,こ の よ う な解 釈 は

仮 説 に過 ぎず,今 後,そ れ を さ らに 吟 味 す る必 要 が あ ろ う.

結 論

本稿では,乳 児の初期の心生活を特徴づけるフロイト・クライン派の 「分割」,「投射」

と 「取 り込み」という心的な過程を応用 しなが ら,PM論 のそれぞれの リーダーシップ

類型における集団とリーダーの関係の精神分析的なアプローチを試みた.Klein(1959b)

によれば 不安に直面する時(例 えば リーダーシップ状況の場合) ,「 普通」の大人 も,

不安に対する防衛として初期の行動パターンに退行 し,こ れらの過程に頼るようになる.

さらに・Bion(1968)も,集 団の内部における主な感情的な動因はこれ らの過程を通 じ

て生 じるので,こ れ らの心的過程を考慮に入れずに,集 団現象の研究が発達す るのは難 し

いというだけではなく,不 可能に近いと述べている.

本稿の主な結論は以下の通 りである.

1)P型 あるいはM型 リーダーシップの下で機能する集団は,「 妄想性態勢」にいる時

の乳児のように振舞う.す なわち,こ れ らの二つの リーダーシップ類型を連想する 「迫害

性」不安を乗り越えるために,集 団は,乳 児の初期の心的な防衛過程に頼るのである.そ
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の結 果,集 団 は,自 我 と対 象(リ ー ダー)を 「分 割 」 し,「 良 い」 リー ダ ー の 「取 り込 み 」

と 「理 想 化 」 をす る と同 時 に,「 投 射 」 メ カ ニ ズ ム によ って,迫 害 的 な対 象 と して 知 覚 さ

れ る 「悪 い」 リー ダーを外 部 に投 射す る こ と に な る.こ の よ う に,P型 ま た はM型 リー ダ ー

シ ップ の場 合,集 団 は リー ダー を,「 全 体 対 象 」(良 い と悪 い)よ り も,「 部 分 対 象 」

(良 い あ る い は 悪 い)と して 知 覚 す るの で あ る.従 って,「 妄 想 性 態 勢 」 に い る 乳児 の よ

うに,集 団 は,こ れ らの心 的 防 衛 過 程 に頼 る よ うに な れ ば な る程,現 実 との 発 達 的 な 関係

を達 成 す る こ とが で きな くな る.す な わ ち,集 団 は 自 分 の エ ネ ル ギ ー の 大 部 分 を これ ら

の過 程 に備 給 して しま うの で,相 対 的 に,発 達 し,ま た協 同 的 に 機 能 す る こ とが で き な く

な る とい う こ とで あ る.

2)PM型 リー ダー は,M機 能 とP機 能 を強 調 す る の で,同 時 に 「良 い」 リー ダ ー と

「悪 い 」 リー ダ ー に な れ る 「全体 的 対 象 」 と して 集 団 に 認知 され る.す なわ ち,一 方 で,

集 団 に作 業 を強 い,そ の 作 業 に エ ネル ギ ーの 大 部 分 を 「昇 華」 す る こ とを 強 要 す る た め,

つ ま り,「 現 実 原 則」 を 強 い る(P機 能)た め に,PM型 リー ダー は 「悪 い」 リー ダ ー と

して 認識 され る.他 方,PM型 リー ダー は,肯 定 的 に 集 団 の リビ ドーの 要 求 に応 じる こ と

によ って,引 き起 こ した不 満 を補 な うため に 「快 感 原 則」 も集 団 の 内 部 に許 す(M機 能).

従 って 「良 い」 リー ダー と して も知覚 され るので あ る.この よ うな リー ダー に対 す る 「両価 性 」

は,集 団 の リビ ドー 的 欲 動 と攻 撃 的 欲 動 が 共 存 し,同 一 の リー ダー に 備 給 され て い る と い

う こ とで 説 明で き よ う.さ ら に,こ の よ う な リー ダー に 対す る集 団 の 態 度 は,「 抑 欝 性 態

勢 」 に お け る 乳 児 の 対 象(母 親)に 対 す る もの と 類 似 す るの で,こ の 心 的 発 達 の段 階 に お

け る 乳 児 の よ うに,集 団 も 「抑 欝性 不 安 」 を体 験 す るの で あ る.こ の 不 安 の 原 因 は,集 団

の(リ ビ ドー 的 欲 動 と共 存 して い る)攻 撃 的 欲 動 の た め,リ ー ダ ーを 破 壊 しこ れ を失 い は

す まいか とい う集 団の 幼想 的危 険 にあ る と考 え られ る.そ の 結 果,集 団 は,乳 児 の よ う に,

「攻 撃 の制 止 」,「修 復 作 用 」 とい う建 設 的 な 防衛 メ カ ニ ズ ム に頼 り,自 分 の 破 壊の 幼 想 が

リー ダ ー に 及 ぼ した 影 響 を 「補 う」,あ る い は,「 直 そ う」 とす る よ う に 振舞 うと考 え ら

れ る.PM型 リー ダ ーの 下 で 働 いて い る集 団 の 高 度 の パ フ ォー マ ン ス(表1参 照)は,こ

れ らの二 っ の メ カニ ズ ムの 働 きの 結 果 と して 解 釈 で きよ う.

3)pm型 リー ダ ー シ ップ を発 揮 す る リー ダ ー は,相 対 的 にパ フ ォー マ ンス もメ イ ン テ

ナ ンス も重 視 しな い た め に,集 団(部 下)に よ って心 理 的 に 「不 在 」 と して 認 識 され る の

で ある.従 って,こ の よ うな リー ダー の認 識 は,集 団 の リビ ドー 的 構 成 の 崩 壊,集 団 と リー

ダ ー 間 の リビ ドー 的 な 結 合,お よ び,集 合 的 パ ニ ック に導 く こ とに な る.そ の 結 果,集 団

は 「分 割 」 な ど の躁 性 の 防衛 に 頼 り,幻 想 性 に エ ネ ル ギ ー が 奪 わ れ て しま うの で あ る .

結 論 と して,PM型 リー ダー シ ップ は 一一番 効 果 的 で,pm型 は一 番 効 果 的 で な い とい う

結 果(三 隅,1972,1978,1985,1986)を 考 慮 に 入 れ れ ば,有 効 で あ る た め に は,あ ら ゆ

る リー ダ ー は メ イ ンテ ナ ンス(M)と パ フ ォ ーマ ンス・(P)を 同 時 に 重 視 しな けれ ば な ら

な い.っ ま り,Freud(1927)が 論 じた よ う に,リ ー ダ ー は よ り大 き な 力 と リ ビ ドー の 自

由 を 示 さな けれ ば な らな い.あ る い は,「quibeneamatbenecastigat」(よ く愛 す る

者 は,よ く罰 す る)と い う中 世 の ラテ ン語 の 諺 が 示 唆 す る よ うに,リ ー ダ ー は部 下 に と っ

て,同 時 に 「愛 」 した り,「 叱 」 っ た りす る者 で な けれ ば な らな い とい う こ とで あ る.

本 稿 に お い て は,主 にPMリ ー ダ ー シ ップ の そ れ ぞ れ の 類 型 が 及 ぼす 影響 に っ い て 論 じ

て きた が,逆 に 集 団 が リー ダー に及 ぼす 影 響 も考 察 す る必 要 が あ る.言 うま で もな く,こ

の よ うな方 向 に 向 か って,い くらか の 試 みが 行 わ れ て 来 た が,ま だ 萌 芽 的 な段 階 に留 ま っ

て い る と い え よ う.
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註

1)小 此木啓 吾訳S.・ フロイ ト 「フロイ ト著作集6」 ,人 文書院,1969,p.240.

2)妄 想性態 勢(paranoidposition)は メラニークラィ ンによって用い られた概念であ り,乳 児の

初 期の生 後四ケ月間の対象 との関係の様式 に相応す るが,大 人 も(特 に妄想状態 と分割病状態の場

合)こ れ らを体験 する ことがあ る.妄 想性態勢の特徴 と して は,攻 撃欲動 は,リ ビ ドー的欲動 と併

存 し,と りわけ強力 であ る.対 象は(主 に母親の乳房)部 分 対象 と して 扱わ れ,「 良 い 」対象 と

「悪い」対象とい う二つに 「分割」されてい る.妄 想性態勢 にお いて利用 され る防衛 メカニズムは,

「取 り込み」 と 「投射 」である.こ の時に直面 され る不安 は,迫 害性 を持 ってい る.そ の原因は,

「悪 い」対象 に破壊 され ると言 う幻想 的恐れにあ る(LaplancheetPontalis,1971参 照) .

3)こ のよ うな母親の行動が母子 関係 において及ぼす影響は,Spitz(1957)に よ って記 述 されて い

る.

4)フ ロイ トに よれば,こ の 「依託的関係」 は乳 児 と母親(あ るいは母親の代理)と の完全 な依 存状

態を示す ものであ る.

5)こ のよ うな リーダーの分割 によって,実 験室 で見出 されたM型 リーダーシ ップの相異 なる二 つの

行 動(現 状保 守M,期 待支持M,小 野寺 ・三 隅,1986)を 説明す ることがで きよ う.

6)こ のよ うな過度 の世話や愛情 と攻撃性 に関 して は,Spitz(1974)が 食糞の子 供 とその 母の 関係

において記述 してい る.

7)ミ ラニーク ライ ンによれば,「 抑欝性態勢」(depressiveposition)は
,妄 想性態勢 に続 く対

象 との関係の様式 に相応す るものであ る.こ の ような態勢 は生 まれてか ら四ケ月 目か ら現れ,第 一

年 目までだん だん克服 されて行 くが,な お大人 もこの ような対象 との 関係 の様式に退行す ることが

あ る.こ れの特徴 と しては,乳 児は初 めて対象(母 親)を 全体対象 と して知 覚す ることがで きるよ

うにな る.さ らに,対 象の分割が 和 らげ られ,リ ビ ドー的欲動 と攻撃的欲動 とが同一の対象に向か

うようにな る.こ の心的 な発達の段階 において乳児が直面す る不安 は抑欝性 を持 ってい る.そ の原

因 は・主体のサ デ ィズムによ って,対 象 を破壊 し,こ れを失いはす まいか と言 う幻想 的な恐れにあ

る.こ の不安 と戦 うため に,様 々な防衛の様式(例 えば
,「 修復作 用」や 「攻撃の 制止 」)が 利 用

されるのであ る(LaplancheetPontalis ,1971参 照).

8)小 此木啓吾訳S・ フロイ ト 「フロイ ト著作集6)
,人 文書院,1969,p.217.

9)こ の ような集団の崩壊 は米谷 ら(1988)のPMリ ーダーシ ップ妥 当性 に関す る比較的 ・実証的研

究 によって確証 され た.
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