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SCT に よ る老人 の 自己概念 の 研 究

ヒ 下 中イ 順 子
￥

村 瀬 孝 雄
＊＊

序論お よび 目的

　老年期 の 人格 ， とりわけ 自己概念 に 関 し て は ， 心 理適

応 の 観点 か ら研究 が 行わ れ て きた 。

　自己概念 は，人 が 自分自身 に つ い て もつ 意識的認 知像

を指す心理学的概念 で あり，自己認知 の 良悪は個人 の 行

動 と りわ け適応を規定す る 主 要な要因 で あ る こ と が 明 ら

か に され て い る 。 第二 の 入 生 の 出 発 を余儀 な くされ る 向

老期 ひ い て は老年期の 老人 の 自己概念を把握 す る こ と

は，老人 が残され た 人生を有意義に過ごすか あ る い は そ

うで な い か を予測す る．上で も 重要 で あ る と思 わ れ る。

　老年期の 臼己概念の 正統的 ・心 理 学的研究 は，我国 で

は 皆無 に 等し い
。
．外国 で は Kuhlen，　R．G ．（／959

，
1964a

，

b） が，人格が加齢 と共に 変化す る 過程を論 じ て い る 中

で ， 自己 イ メージ，自己認知，自信等 は加齢 と共 に 変化

し 50才以後の 特性と し て 自己 を好 ま し い もの と し て 概念

化す る こ とは 少 な くな る だ ろ う と結論 し て い る。

　こ の 自己概念 の 年齢的推移 を検証 し た煮 な研 究 に ，

Bloom
，
　K ．L ．（1961），　 Hess，　 A ．Ll ＆ Bradshaw，　 H ．L ．

（1970） の 研究 が ある。Bloom は 20〜69才の 男子 を対象

1こ ACL （Adjective　Check 　List） の 自己受容ス コ ア を

算出し年齢ど自己 受容 との 関係を考察 し ， 自己受容 は 2G

才 か ら増加 し，50〜59才 に 頂点に 達 し 以後減少 し て ゆ く

こ とを示唆 し て い る．Hess らは，16〜65才，175名に 白

己概念ス ケ ール と理想 自己 ス ケ
ー

ル を施行 し，55才〜65

才群 は 16〜20才群よ り自己概念 と理想 自己 が共 に有意に

高 い と い う Bloom と異な る結果を得 た。こ の 理由 と し

て老人サ ン プ ル が今まで の 老人研究 の サ ン プ ル よ り も相

対的に 若 く， 教育， 経 済 レ ベ ル も高い こ と が こ の 様 な 結

果を生 じ た の で は な い か と考 察 して い る．Bloom 自身

も彼 の 用 い た サ ン プ ル が ，一
般集団 と し て 普遍化 は で き

ず結果は 示唆に と どま る と指摘 し て お り， こ の 種 の 研究

に お い て サ ン プ ル の 質や文化的要因を統制する こ と が極

＊
　 東京都老 人 総 合 研 究所 心 理 学 部 心 理 研 究 室

＊＊ 　 国 立精 神 衛 生研 究 所 精 神 衛 生 部

め て 重要 で あ りなが らそ の 実現は著し く困難で あ る こ と

をわ れ わ れに 教 え て くれ る。

　年齢要因 と 自己 の 関係 を 明確 に 実 証 す る の は容 易 で は

な く， 方法論等多くの 障害が横た わ っ て い る 。 と くに老

年期で は，老人 の お か れ て い る社会環境差，社会参加の

有 無，肉体 的 知的 変化 ，家族 ・友 人 関係，価値観等 の 内

的外的要因 が 自己概念 に 作用す る と い わ れ て い る。

　こ の社会環境要因 と 自己概念 の 関係をみた代表的研究

では，Mason ，　 E ．P ，（1954 ） が環境変数 （過 去
・
現在 の

経 済 状 況 と 生 活 条 件）と自己概念の 関係を施設老人 （平

均 年 齢74才），居宅老人 （70才 ）お よ び成 人 （34才） に

面接調査 と 5 つ の 心 理テ ス ト （自己 概 念，態 度，tth会 性

ス ケ ール 等） で 調査 し ， 施設老人 は 居宅老 人 よ りも否定

的自己概念が 多 く，両老人 群 は成入群 よ りも よ り否定的

な 自己概念が多 い こ と を示 した。

　preston，　C ．E ．＆ Gudiksen ，　K ．S．（1966） は ， 65才以

上 の 老 人 242 名を過去 の 社会的地位 ， 生育歴 ， 家族歴 ，

収入，知能か ら 5 群 に 分類 し，自己 評価 と老人 に よ る老

人像評価を調査 し ， 収入 の 低 い 階層 の 老入 は，中上 流 の

老人 よ り毛 自己満足度 ， 幸福感情 ， 社会的好ま し さ等で

否定得点 が有意 に 多 い こ と をボ し た 。

　上記 の 二 研究で 社会環境要因の 影響 が検証され た が，

そ れ で は 自己 概念 の どの 領域 が どの 様なメ カ ニ ズム に従

っ て 影響され る か と い っ た か か わ り方ま で は追求 され て

い な い。

　我 々 は，以上 の 自己概念 の 諸結果を考慮に 入 れ，そ れ

で は 日本 の 老 人 の 自己 概念 と社 会環境要 因 の 関係 は ど う

なの だ ろ うか ， 老年期で 加齢 に よ る 自己 概念の 変化及 び

発達 は あ る の だ ろ うか ，を探索 し得 られ た 結果か ら老人

の 基 本的心 性 に つ い て の 科学的知見を得る こ と を目指 し

た 。

方 法

1．
’

老 人 用 文章 完 成テ ス トの作成

文章完成テ ス ト （以 下 SCT と 記す） は，老人 独 自の
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関心 や態度 ， 感情 ， 欲求な ど老人の 生活空間や行動 で の

諸特徴 を探索的に し か も比較的構造化 し易い 形で知 り う

る利点をもつ 。

　ま た SCT は 投映法の 一一・種と呼ばれ て い る が一
般 に高

い 妥当性，信頼性 が 実証され て い る こ と もこ の 方法を本

研究 に 用 い た重要 な理山とな っ て い る （Goldberg，　P．A ．

（1965）。

　本研究 の SCT は ， わ れ わ れ の 研 究 日的 に 沿 っ て 経験

的 に 以下 の 点 を考慮 に入れ，老人用 SCT と して 作成 さ

れ た も の で あ る
＊。

　1） 刺激文 が 人格の 多 くの 面に 関す る 情報を と らえ う

る こ と 。

　2） 刺激文の 数は ， 老人 の 肉体的精神的負担 に な らな

い よ う最小 限 に 抑 え た。

　3）　老人 が気楽に表現で きる 様に・．一・人 称様式 に した 。

　4） 老人向の 刺激文 と し て 老化や健康 の イ メ
ージや過

去経験 に関す る もゐを挿 入 し た 。

　5） 形式 は 老人 の 目常的習慣 を考慮 に入 れ て項目は 縦

書きに し ， 活字余白は 大きくさらに漢字 に は カ ナ をふ り

つ けた。

　当初38項 目を試作的に 少 数 サ ン プ ル （5 名）に 実 施

し ， 施行方法，所要時問，意味内容 が重複 し や す い 項

目，意味を と り違えやすい 項目な どを検討し，更に数回

の 改訂 を経 て 最終的 に は TABLE 　1 の 22項 目 に 決 定 し

た 。

　33項 日 の 構成内容と して は，老入 の 自已 へ の 過去 ・現

在 ・未来 で の か か わ り方 ， 価値観，家庭イ メ
ー

ジ を明 ら

か に し やすい 項 目が多くを占め た 。

TABI ．E 　1 老人用 SCT 項 日

　2． 対象者

　本対象者は全最女性老入 で あ る 。

　こ れ ら対象者は居宅と施設 （養 護 ） と い う環境を異 に

す る 二 集団 か らな る。加 齢 に よ る発 達 的 変化 を み る た め

に 対象者を60〜74才代 （老年期 の 低 年 齢 群 ） と75才以 上

（老年期 の 高齢群） の 二 群 に分類し た 。 75才で分類し た

理 由 は，  75才 を ピ
ー

ク に し て 老化現象 が著明 と な るこ

とが関ら（196の の 研究で 示 さ れ て い る 。   日本 の 老人 の

平均寿命 （昭 和48年度）が75才 で ある。  75才 で大別す

る こ とに よ り対象者数 が ほ ぼ等し くな る，こ と に よ る 。

TABLE 　2 は，対象者の 人 数，平均年齢等 を示 し て い る 。

　 サ ン プ ル の 抽出選定 に際 し て は，  反応拒否 が15以上

の 者，  施設老人 で は 長谷川 （1974） の 痴呆診査 ス ケ
ー

ル で 痴呆 ， 準痴呆 と判定 され た 者，  明 らか に 疾 病 （精

　 こ の 紙を め くる と ， い ろ い ろ 書 きか けの 文章が 並 ん で

い ます 。 そ の 文章を み て ， あな た の 頭 に 最初 に 浮 か ん で

き た こ と を，そ れ に つ づ け て 書い て，文 章 を 完 成 して く

だ さ い 。正 しい 答，ま ち が p た 答 と い 5 もの は あ りま せ

ん か ら心 配 し な い で 思 っ た と お りに 書 い て くだ さ い 。

1　 た い て い の 家 庭 に く ら べ る と 私 の 家 庭 は

2　友だ ち づ きあ い は，私 に と っ て

3　 私 の 身 体 は

4 　 生 ぎる と い うこ と は

5 　 若 い こ そ｝，　私 は

6　 私 に と っ て ，社 会 （世 の 中 ） は

7　 私 が 残念 な の は

8　 年 を と る と

9　私が 気 に な る の は

10　 こ れ か ら は

11　私 は ， よ く人か ら

12　死 と い うもの は

13　私が．うら や ま しい の は

14　い つ か その うち ， 私 は

15　若い 時 ， 私の 家 庭 は

16　私 が不 安 に 思 うこ と は

17　私 が 生 きて い る 喜 び を 感 じ る の は

18　六 十 才 を すぎた ら

19　 と き ど き，私 は 　 　　．

20 　今の 私 の 生 活 は

2ゴ 私は ぎ ょ うだ い と

22　私 と よ く気 の 合 5人 び と は

23　 こ れ ま で は

24 　私 の 子 ど もは

25　私 の 一番 の 弱 点 は

26　 よ く思 い 出 す こ と は

27 　今 の 若 い 入 は

28　妻 （夫） 9 私は

29　 も し 私 が 若 か っ た ら

30　私の た の し み は

31　 家 の 人 び と は ， 私 を

32　私の 人 生 は

33　私の い い と こ ろ は

＊ 　作 成 に 際 して は，樌 田 ら （1965）の 老 年者 用 SCT
　 を 参 考 に し た 。

神的障害 を含 め る） の あ る者，は 対象か ら除外 した。

　対象 と し た 老入 ホ
ーム は ，定員 150 名か らな り，職員

が老人 の 私生活 に 立 ち入 らない
， な ど個人尊重 の 立 揚を

重視 して お り，ホ ーム は 開放的で 自由な 生 活 が で きる様

配慮 され て い る，とい う従来 の 老人 ホーム とや や異 な る

特徴をも っ て い る
。

一般 の 施設老人 よ りは 施設 の 悪影響

（lnstitutionalizatiOn）をうけて い ない とい え よ う。

　居宅老入 は，全員家族 と同居 し て お．り典型的 な 中産階
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TABLE 　2 　対 　象 　者

　 38
6 70．O　 X ＝41．953 ．21　p＜0．01
　 2．96　 SD ≡31．119

な者 は 必要に応じて 口 述筆記 に よ り検査を行 っ た』 居宅

老人 は 老人 ク ラブ，老人学級 の 参 加 目 （1973年11月 ，

1974年 8 月）に 集団法 で 実施 し た u

結果と考察

　 　 　 　 N ＝22 　 　 N ＝31
75〜　 　 X ＝・77．95　 X ＝79．
　 　 　 SD ＝2。57　　SD ＝2．9

π嗣 7
− 『 ． 　　　　　i　ヒ

1　 0，271　n．s

級 に 層 し て い る。ま た老 人 ク ラ ブ
， 老人 学級に 参加 し て

い る こ と か ら どち らか と い え ば積極性 に 富ん で い る 老人

が 多 い と考え られ る 。 これ ら両 サ ン プ ル は居宅 ・施設群

の 母集団か ら統計学的 に 抽出さ れ た もの で は ない の で 両

群を
一
般的 に 代表し て い る とは い い えな い

。 む し ろ 両群

共平均的な居宅 ・施設老人群よ りも よ り高い 活動性や積

極性に め ぐまれて い る と想定され る。

　3．　反応 の整理 お よび分析方法

　反応 の 整理 は 今 ま での SCT 研究で な され た分析方法

（Carp ，　F ．M ．（1967a，　b），村瀬 （1973））） を参考に し て

全反応をす べ て カ ードに書抜き ， 項目毎に カ ードを分類

し た。こ の 手続きをふ む こ とに よ っ て Halo 効果を防ぎ

他項 目 の 影響を うける こ とな く客観的分 析が行わ れ た 。

　次に項目毎に 6 つ の 大 カ テ ゴ リー
，   肯定的感情を反

応する もの，  否定的反応，  中立的反応，  肯定否定

を含 む 反 応，  反 応拒否 ，  そ の 他，に 従 っ て 分 類 され

た 。 さ らに必要に応 じ て 下位 カ テ ゴ リーを設定 し 適用 し

た。一
例をあげ る と， 項 目、4 ， 生きる とい うこ とは

……

の 反応は ，   讃美 （す ば ら し い こ と だ……）　   肯定的

価値 づ け （大 事 な こ と で す ）　   感謝 （あ りが た い こ と

と い つ も思 っ て い ます） の 3 つ の 肯定的反応 の 下位カテ

ゴ リ
ー

と  困難感 （大 変で ある ）　   拒否感 （もう沢 山

だ ）　   消極的価値づ け （自分 の 用 が 足 せ る ま で の こ と

だ）の 否定的反応の 3 つ の 下位カ テ ゴ リー
， 中立 （一種

の 技 術 で あ る）と いう風 に 分類され る 。

　分 類方法 の 信頼性 につ い て は検討 しな か っ た け れ ど も

類似 の 方法を用 い た研究 （村瀬，1974） で は 高 い 信頼性

が確か め られ て い る 。

　4．　施行方法および時期

　施設老人に対 して は，1973年 6 月〜10月 に か け て個別

法 で 行 っ た。なおテ ス トをうける こ と に は 協力的 で ある

が手 の ふ る え ， 極度 の 老眼 な どで 文章を書くこ と が困難

　 1． 家庭イメ ージ （TABLE 　3）

　結果 ： a ）居宅老入 の 特徴　現在の 家庭観お よ び家庭

内 で の 自己 認知 は 年齢差 な く
一一

貫 し て 施設群 よ り肯定 的

感 情を有 し て い る 。こ れ は 兄弟，子 どもに対す るイ メ ー

ジ で も岡様で あ る 。
b）施設老人 の 特徴　居宅低年齢老

人に比較 し て 施設低年齢老人 は 家庭 イ メ
ージが否定も し

くは中立的 で ある 。と こ ろ が高齢群 に な る と過去，現在

の 家庭観や家庭内の 自己 認知 の す べ て の 点 で否定的反応

は 低年齢群 よ り有意に 少 な くな っ て 著 し く肯定的家庭観

が増大す る。こ の 様な年齢に よ ろ家庭観 の 変化 は居宅群

に はみ られ な い もの で あ る 。
c ）年齢的変化　若 い 頃 の

家庭 を回想 し て の 反応 で，施設 。居宅両群共に低年齢群

は高齢群に 比 し て よ り否定的 （p＜0・Ol） で あ り，高齢

群は よ り肯定的 （p＜0・01） で あ る。

　考察 ：居宅老人 が 肉親関係に つ い て は施設老人 よりも

よ り肯定的感情を抱 い て い るめは わ れ わ れ の 調査 し た居

宅老入 が 肉親関係を他者 に対 し て
一

応肯定的 な もの とみ 　・

せ うる だ け の 基本的な肯定感情や自我の 強 さ， 防衛力な

ど を備 え て い る た め と解釈 で きよ う。 か れ ら が家族関係

に あ る 程度以上適応 し て い る こ ともわ れ わ れ の 結果か ら

よ く理解 で きる。

　
一

方施設老人 は，低年齢群 で 施設高齢群 よ り も否定的

感情表現 が 多 く，肉親関係を情緒的感情的 レ ベ ル で み が

ち の 傾向 があ らわれて い る。こ れ は高齢化 に よ っ て 人 間

関係 で の 傍観的見方 が強まる か，もし くは 自己 の 過去を

美化 し が ち に なる た め に 否定的感情が 弱め られ る もの と

推察され る 。

　2， 友人イメ
ー

ジ （TABLE 　4）

　友 人 交際 の 意義 （友だ ち づ き あ い は，私 に と っ て…）

　結果 ： a ）居宅老人 の 特徴　友人交際の 意義 に つ い て

は 70％以上 の 者が肯定的価値 づ けをし て い る。 b）施設

老 人 の 特 徴　困難 感や 否定 的 感 時，友 人 交 際 を しな い ，

な い と表明す る者 が低年齢群 26，3％ ， 高齢群29．0％示 さ

れ，居宅老人 の 各 々 0％，4．5％の 頻度 と対照的 で あ る。

　友人像 （私 と よ く気 の 合 う人 々 は ……）

結果 と考察 ： c ）年齢的変化　施設，居宅共高齢群 に 自

己 と他者との 闘に 距離をお い た感情交流 の 少な い 客観的

姿勢 を宗す者が低年齢群 よ り有意に 多くな っ て い る 点が

特徴的 で あ る 。 こ れは多分 に高齢化 か らくる生活範囲 の
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TABLE 　3 家 庭 イ メ ー ジ （数牢は ％ を 尓 す）

家

庭

観

家
庭

過
去
の

自
己
認
知

家
庭
で

の

兄

弟

子

供

Pos　 （親和 ， 交流，感謝）
…
平和，た の しか っ た，い ろい ろ気 を配 っ て く

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 れ て あ りが た い

Neg 　（孤 独，不 和，経済 的困難，苦労感）…淋 しい 家庭だ っ た，不遇 貧
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 乏 だ っ た

Nt　　　　　　　　　　
・・
普通，規則正 しい，少入数

Pes　 （親和，交流）…たの しい 家庭 ， 円満， 幸せ

Neg 　（否定的 客観記 述，否定的感 情 ）…冷 鵜v
こも

の だ っ た，よ くなか っ た ，
　　　　　　　　　　　　　　　 複雑だ っ た。

Pos　 （親和感，い たわ り，配慮，羨望， 期待）…大事に して い る，協 力 し

　　　　　　　　　　　　　　　　　 て くれ る ， た よ りに し て い る

Neg 　（被拒否 感，軽 蔑，同情的〉・・よ く思 っ て い な い ，よけ い 者扱い ，バ

　　　　　　　　　　　　　　カ と思 っ て い る，ふ びん と思 っ て い る

屠 宅 老 入

・・− 741・・
一レ

2

62，512

．520

，833

，345
，8

70，812

．5

Pos　 （親和，交流）…仲が よい ， 信頼 し合 っ て きた

Neg 　（否定 的感情，非親和）…縁 が うすい ，よ くない

158、31
・G・・

P。s　 （親孝行，觜定的人柄記述，  の 客観描写）…や さ しい 子，気 立が よ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 い

Neg　（被害 的，依 存，　 e の 性格描写 ）…性格的 に 暗さが あ る，気が 弱い

Nt　　 　 　　 　 　　 　　 　 　　 　 …○人い る，ふ つ う

66，7

　 8．3
』
2e，8

59，1

13．122

．7129851

63．618

．2

59．113
．654

．5238712

ネ ＊ 出

ネ 出 ＊

施 設 老 入 　 居宅 ： 施設

60〜74　75〜
L＿＿
36．823

．735

，59

，7

三
・ ・ ［・5・・

47，4164 ．5

31’61
　

°

1跏 一74［・・
一

　　　　　甼穿芋　　串寧字

31．3

37．5

52．459

尸
D5563274332

濯 ＄ ＊ 帛掌

28．020

、Ol3
，2

　　　　 孝＊ネ　　　 　ト
　ー．L ＿＿．．
＊串　　 　擦 ＊

＊ ＊ ＊
a）

s ＊＊　　零亊 ＊

・司
　

902

　

1

零

…
［
…

　　1
　 　 5
＊ 串 ＊　　　 E孚 宰写 串

ホ 群

Hp
く0．10　

＊ ＊

　pく0．05　
＊ ＋＊

p＜0，01　
＊ ＊ 一 ＊

pくO．001　 a ）　直接確率法に て 検定

TABLE 　4 友 人 イ メ ー ジ

交

際
の

意
義

友

入

像

Pos 　 （快，楽 し み，  の 価 値描写）…楽 しみ，よ ろ こぼ しい こ と，大切，
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　尊 い もの

Neg 　（困難感，否定的感惰 ）…求め に くい ，
一番難か し い

し ない ，ない

PosNtNeg（  の 性格描写，  状況描写）…円満で や さ し い 人，正 直な人，うち

　　　　　　　　　　　　 とけ合 っ て くら して い る

（客観記述，入数）…郷土 の 入，同 じ年の 人，特定名

（不 満，否定 ）…なか なか ない 、む ずか しい か らあ ま りつ きあ わ な い

居宅 老 人 施設 老 入 居宅 ：施設

列・5− 1炉 ・・一・4175− ・
・ 6G− ・司・・一

79。20037

，533

．320
．8

81．804

・5i

60，548 ，4283

ご
0

　

2947∩
6

　

1

・ 1囲 18・・

72．718
．2e

＄＊
　 26、3

　 　 18．4

鰰
a ）

19，464

．5 ＊＊ ＊

9，7 ＊

宰＊

串 串 ＊

榊
a）

縮小 が影響して い る 。い ずれ に せ よ前述 の 家庭イ メージ

と同 じ く高齢者 で は人間関係 で の 傍観的な見方が顕著に

な る こ とが友人 の 関係に お い て も明 らか に 示 され た とい

え よ う。

　3． 健康イ メージ （TABLE 　5）

　結果 ： c ）年齢的変化　施設 ， 居宅共低年齢群 が健康

に 対 し 否定的感惰を抱 い て い る。他方 自己を健康 と感 じ

て い る者は総じて 高齢群 に み られ る 、低年齢群 の 否定的

反応 の 内容分析で は ， 施設老人 で 自己の 肉体上 の 不健康

さを表明 し て い る者は著し く多 く，一
方居宅老人 の 否定

的反応 で は 自らの 老化 の 状態をの べ て い る者 が 多くを占

め て い る 。

　考察 ； 老年期の 中で 比較的若 い 老人 が否定的健康観を

表明 し て い る こ と は高齢期 に入 る前 の 老人 の 不安感の 反

鴃 と考えられ る が ， 不安感 の 表明の あ り方が居宅と施設

老人 で 異な っ て い る こ とが注目され る 。

　 高齢群の 肯定的健康認 識は，老 化 へ の 適 応 に伴 な う心

身 の 安定性 ， 死 に 対する防衛機制あ る い は サ ン プ ル 自身

の 生物学的淘汰 に よ る 要因等 が 関与 し て い る こ とが考え

られ る。一
般 に 老 人 の 不 安形態は 直接的 で な く聞接的 に

身体的表現を と る こ と が多 い と い われ て い る。わ れ わ れ

の 研突結果で も，老人 の 不安懸念 は直接的な形式 で は表

明 され ず ， 上認 の 様な健康 へ の か か わ り方 の うち に 彼 ら

の 実存的不安が 反映 し た と考え て 良い 。こ の 考 え に 立 っ

な らば，高齡 に な る と肯定的健康 イ メ
ージ に 変化 し て ゆ

く と の わ れ わ れ の 所見も高齢化 に 伴な う不安 の 減少を示

すもの と解釈 で き る。

　 こ の 解釈 は 70才以後 に 不 安 が 減少する と の 池 見 ら

　（1974）の 研究結果と も一致ナる 。
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TABLE 　5 健 康 イ メ ー ジ

Pos　（健康）…健康，丈夫，老人 と して は 健康 の 方

Neg

｛難 廓 潔襲灘膿   。 舳 。 舗 。謝
　 　 　 　 　 　 　 して い る

　 居 宅 老 人 　 　 施 設 老 入 　 居宅 ：施設

・・一・・1・・一 緬 一7475 ：1・
・ 1・。− 74［・5一

45．8

〈

54．220
．833
．3

54，5

31，813
．618
．2

申 挙 苹

31，6
八

57．950
．0

　 7，9

　 　
1取零＊

51．6

48．432
．316
，1

　 ；

綿　 F＊＊
　 j
　 I帛出串

‡ 零

TABLE 　6　自己の 過去 ・現在 ・未来 の イ メ
ージ

1　 居 宅 老 入
1

施 設 老 人 居宅 ：施設

3・・− 74i
能 z2 ・・− 741・・− 1ズ ・・一・・1・・一

若
い

頃

　　　　　　　　　　 一．
Pos　（幸福感，充実感，  の 記 述）…楽 し く く ら した，明か る く人 に好か

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 れ た，とて もよ く働 い た

50．040 ．9 55，361 ．3
＊＊牆

の

自
己

像

Neg 　（苦労感，不幸感，　 O の 記述〉
・・楽 しい こ と は なか っ た ， 道楽 者だ っ 　25．　Q　36．4

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 た，わ が ま まで 気が 短 か か ワた

Nt　 （客観的 自己記 述，生 活 記述）
…
商 入だ っ た，本 を読む の が 趣味 だ っ た 12．5　22．728

．9 　19，4

13，2　　16．1

串 ＊ ホ

瞿 …

の 　　Neg

自　 十

己
　 　 Nt
像

（労働，趣味へ の 意欲， 快， 希望）…ま だ 働く，た の し く暮 し た い

（死の 受容， 老化記 述 ， 失望感，あせ り，とまどい ）…い つ 死 ん で も

　　　　　　　　　　　　　　 か ま わ ない ，夢も希望もな し

（変 わ らず，末定）

50．0　　18．2　
＊＊

　　26，3　　6，5　
＊

25．0　　22．7　　　　　　47．4　　51．6

＊ ＊ ＊

＊ ＊ ＊ 昏承＊

他
P °s （臨 粉 臨 働 親 禾

磐：
『’
芸誉隷鸞 麟 塩 鷲

7°・84 °・　9 ＊ ＊ ＊

己　 Nt　 （ふ つ う，客観記述 ）十 わか らな い 　　　　　　　　　　　　　　　0　　18．2

像
N．eg 　 （‘’）の 齢 楓 〉

’
磊 ξ臑繰

・笑われ る，加 だか ら憎 まれ 12・522 ・　7

　 　 　 　 　 ＊ ＊　 1＊＊ t34．2 　19，4

26．3　　35．5

15．8　　22．6

呼 ＊＊

＃＊＊

−。

aa4

，

自
己
の

弱

点

性 格面 （内向，攻撃，外向 etc ＞・・気が 弱い ，カ ッ と くる，せ っか ち，神 経質

能プ」面…
頭が わ る い こ と，字が 書 け な い こ と

健康面（老化も含む ）…腰が い た い

な い ，わ か ら ない ，そ の 他

体が弱 い ，耳 が きこ えない こ と

66，7020

．812
．570

，8

63、6　　　　　　50．0　　41，6

4．5　　　　 0　 　　6，5
　　ド
　 　 　 　 13，2 　12．94．5i
・7．・一 ・6．・1・・，2

未

来

像

Pos 　（行 動 し よ うとす る 意 欲 健康増進 楽 し い 老後の 願望）…社 会の た 1
　 　 　 　 　 　 　 め 人 の た め 出来 るだ けや りた い ，ぼ が らか に くら した い

Neg 　（死の 希求，規状 の 維 持，依存）…死 を待つ ばか り，ら くに死 に た い ，
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 な りゆ きまか せ ，ホ ーム ま か せ

そ の 他 （Nt ÷ Rej，わ か らない ，その 他）　　　　　　　　　　　　　　 120．8

　　’3・61

8．3　 13．622

．7

71．1　54、8　
＊ ＊

　 　 　 　 　 ＊ 零 ＊

15．8 ’　32．3

113．2 　19．4
．　广

el 　　　 ＄＊＊

＊ ‡ ＊ 卜

　4．　 自 己 の 過 去 ・現 在 ・
未 来 イ メ

ー
ジ （TABLE 　6）

　若 い 頃の 自己縁 （若 い 頃 ， 私は ・…・・

結果 ： 居宅， 施設共肯定感情を表明し て い る。と くに施

設 高齢群 に こ の 傾向が著明 で あ る。

　現在の 自己像 ．
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ’

　 1） 現在鱇 （60才を すぎた ら∵
・…）

結果 ： a ）居宅老人 の 特徴　居 宅低年齢群は 施設低 年齢

群 よ り肯定的感情を有 し て い る。 b ）施設老人 の 特徴

居宅老入 と比 し て 否定 ， 客観記述 が有意 に 多 い。 c ）年

齢的変化　居宅施設共高齢群程肯定的自己像が少 な くな

っ て い る。

　2） 他人 か らみ られ る自分 に つ い て の 認識 （私 は よ く

　　人か ら・…・・）

結果 ： a ）居宅老人 の 特徴　両年齢共施設老人 に 比 し 自

分 の 性格面を好意的に み られ て い る との 認 識 が 強 い
。

（p＜0．01）　 b ）施設老人 の 特徴　客観記述， わ か らな

い と い う反応が低年齢群26 ，3％ ， 高齢群35，5％あり」 こ

・
の 種 の 反応 が居宅老入 で 各 々 O ％ ， 18．2％な の と対照的

で あ る。 c ）年齢的変化　居宅施設共高齢群程肯定的表

明 が低 年齢群と比 べ て 有 意に 少 な くな っ て い る 。

　3）　自己 の 弱点認識 （私 の 一番 の 弱 点 は ……
）

絃果 ； a ）居宅老人 の 特徴　年齢羔 な く施設老人 よ り も

自己 の 弱点 と し て 自分 の 性格面 を 認識 して い る者 が 有 意

に 多 い ．b ）施設量ムの 特徴 居宅老人 に 比 し て 「な

い 」， 「わ か らな い 」 と い っ た 自分 自身 の 弱点 を直視す る

こ とを どこ とな く避け る傾向 が は る か に顕著 で あ る。

一 40 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

下仰 ・村瀬 ：SCT に よ る老 人 の 自己 概念 の 研究 109

　 未来像 （こ れか らは ……）

結果 ： a ）居宅老人 の 特徴　総 じ て未来 に対 し て 積極的

で あ る。更 に 内容面で は 奉仕，勉学，労働 と い っ た 自己

の 価値を社会 の 中で 実現 し発展 させ る方向に 意欲や関心

を示 し た 者 が各 ■t 　33．　3％，36．4％ もみ られ た。b ）施設

老人 の 特徴　低年齢群 は 肯定的 とい う意味 で は 居宅老人

全体と共通 し た特徴を示 した が ， 内容的 に は 異な り自己

の 健康増進ある い は 自己 の 老後 （主 IC生 活 面）に 関心 を

払 う者が 26，3％ で あ っ た 。 高齢群 で は，消費的，現状維

持的，他 人 ま か せ とい っ た 内容をもつ 否定的な 未来イ メ

ージ が 低年齢群 よ り有意 に 多く，こ の 違 い は 居宅老人 群

に は示 され て い な い もの で ある 。

考察 ： 居宅老人は 過去 の 自己像 お よ び現在の 自己像共肯

定的見解をも っ て い る と同時に 自己 に姆す る 内省 も十分

に 有 し て い る。ま た こ の 特徴 は 若 い 年齢層 の 老 入の 方 に

より明確 に 示され て い る。他方施設老人 で は，現在 の 自

己 自身の 認識 が曖昧 で 現実の 自己 を直視する こ と をさ け

て い る所が み られ ， と くに 高齢老人 で は 自分 の 未来に 対

す る消費的な姿勢が強く示 され て い る 。

　 序論で述べ た如 く自己概念は老入 の 適応を予測する要

因 と し て み られ ， 肯定的自己 イ メージ の 維持は 自信と関

係し て い る （Brozek ，　J．（1952 ），　Kogan，　N ．＆ Wallach，
M ．（1961）とい われ て い る が，われわれ の 得た 結果も同

・
様 の こ と を示 し て い る と解釈され うる だ ろ う。

　5．　 価値観 （TABLE 　7）

　生 と死 に つ い て

　老 人 に と っ て今ま で の 生 と こ れ か ら直面する死 とを ど

の 様に認知 し ある い は評価す るか 鍾，残 され た 時間 （未

来） で の 適応 に も 直接か か わ る極 め て 切実 な実存的課題 、

で あ る
。

　1） 生きる と い うこ と

結果 ： a ）居 宅　低 年齢 老 入 は 生 を肯定す る 者 と 否定す

る者がほ ぼ同率を示 し て い る。高齢群 に な る と生 の 肯定

が低年齢群 よ り有意 に増加 し て い る 。
b）施設　年齢的

差異 に か か わ らず過半数 の 者 が否定的感情を表明 し て い

る。

　2） 死 に つ い て

結果 ： a ） 居 宅　総 じて 死 を客観視 し て み て い る者 が施

設人全体よ り有意に多い 。b ）施設　死を肯定的な もの

と し て 受け 入 れ む し ろ 期待を表明 し て い る者 が居宅老人

全体 よ り多 く，と りわ け高齢群に こ の 傾向 が強 く出 て い

る。

　考察 ：居宅老入 は 生きる こ とに よ り肯定的で あ D，死

を肯定す る よ りも む し ろ客観視 し て 冷静 に み て い る。ま

た 4 の 未来像も， 残され た 時間を出来 る だけ充実させ有

効に 使 お うとい う意欲 が示 され て お り， こ の 機制は 自己

以外 の 外的世界や他者への 関心 に つ な が っ て い る。施設

老人 は ， 生 よ りも死を肯定 し未来 で の 関心 は 自己 中心 的

（自己 の 健 康 増 進 ）内的世界志向 で あ る。こ の 価値意識

の 違 い の 原因 に つ い て は 前述 の 自己 像 と関連 させ て 後述

した い
。

　生 きがい s 楽しみ

結果 ： 老入全体 に共通 し て 趣味に楽しみ，生 きが い を求

あ る 者が ほ ぼ 1
／3eこみ られ る。しか しそ れ 以 外 に 楽 し み，

生 きが い を見出す老人 につ い て は 居宅施設問に 違 い が あ

っ た。 a ）居宅老 人 は趣眛以上 に友人家族 との 交わ りを

あ げ て い る。b） 施 設 老 人 では，楽 しみ な し，単 な る 気

分転換 ， 食 べ る ， 寝る ， 風 呂に入 る とい う退行的 もし く

は 原始的快 へ の 関心 を表明 し た老人 が居宅老人 より有意

に 多く示 され て い た 。 楽しみ，生 き が い は 今 ま で の 生き

て きた方法お よ び未来への か か わ り方 と密接 して お り前

TABLE 　7 生 と 死
・楽 し み

生

死

Pos　 （讃美，肯定的価値づ け，感 謝，願望）…す ば ら しい ，大切 な こ とで

　　　　　 あ る，大変 だが社会 の 役 に た ちた い ，人の た め に つ くし た い

Neg 　（困難感，拒否感，消極的価値づ け）…困難多く楽で ない ，年を とっ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 て は 良 し悪 し，も う沢 1⊥［

居 宅 老 人

・・− 741 ・・− 1・・

　 　 　 　 　 串串 ＄

　 　 　 54．533．337

，540 ．9

施 設 老 人

60〜74　75〜　　xz

lNeg　C肖定1、受容，願望 ）…嫌で は ない ，ま ち どお しい ，い っ きて もい い ，　20，8
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 そ うな りた い

Pos　 （否定，恐怖，悲哀感 ）…お っか な い

Nt　　十考え たこ と な しt
　 Rej

こ わ い ，悲 しい こ と，難か しい 　16．7
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 54，2

楽

し

み

1234対 人関係（友人 ， 家族）…友 と会 うこ と，子 供の 所 へ 遊 び に 行 く・

趣 味…読書，三 味線，植木い じ り，音楽，お ど り

な し 十身体的快 （お 風 呂，た べ る こ と）十Rej

その 他（TV ， 信仰 ， 労働，
　 etc ）

4L 　737

．54
．216
．6

31．822

，745
．545

，527
，318
、29
．0

39，5

〈
50．032

．3

〈
51．6

［・4・・1・4・・
2332　

35601132

．634
．242
．121
．O

＊＄甲

、1：11
11：1

思宅 ：施設

60〜741　7．S＿
　 　

己＿一．＿
　 　 　 串 串 ＊

ee 　　 ［牌 ＊ ＊

串 半 ＊

＊ ＊ 串

串 ＊ ＊

＊ ＊ ＊

串
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述 の 生 お よ び未来像か ら考え て 彼 らに お け る 生き が い な

ど につ い て の 否定的結果は うなづ け る もの で あ る 。

結 論

　 1． 居宅 ・施設老人の特微

　 居宅お よび施設老人 の 諸特徴を総合 して まとめた の が

TABLE 　8 で ある。

　居宅老人 は 施設老人 に 比 し 自己をよ り冷静客観的 に う

け と め て い る 。 自己 に つ い て 基本的に は肯定的な認識を

もち，他者 へ の 働 きか け は積極的 であ る 。
こ れ は 自己 の

未来像に つ い て もい える 。
こ の 様 に居宅老人は直接的に

も間接的に も社会と結び つ い て い る し ， また結 びつ こ う

とす る 姿勢 が あ る 。そ の 反面 で は 自己 に つ い て の 内省，

批判力も十分 に備えて い る。

　施設老人 は 自分 を 直視す る こ とをさけようとす る 自己

回 避的 な点 が 特徴的 で あ り，故 に現在の 自己像もは っ き

りしな い
。 ま た 自己 の 来来 ， 自己以外 の もの に 対す る 興

味，等が対社会とか か わ りあい をもっ たもの で は な く，

自己本位的な内的世界中心 とな っ て お り高齢老人 程そ の

傾向 が強く出て い る。

　両群 の 人格特徴の 根本要医rを集約す る と，  社会 との

か か わ りあい （外的世界志向
一一

内的世界志向）  対人関

係の 質と働きか け （役 割認 識 あ る一な い ）   未来への か

か わ り方 （積極的一自己 中 心 的 ・
消 極 酌）が 考 え ら れ

る。こ れ らは 自我心 理 学の 立場か らみ た 自我 の 代表的諸

機能の一部とも一致する もの で ある 。 わ れ わ れ が研究 の

対象 とし た居宅老人 が，家族 と 同居 で きうる だ け の 自我

統制力 と老 人 ク ラ ブ ・老人学級 に 参加す る とい う 目的 を

も っ た行動 （自発的 社会参加 ）を と り うる能力 とを備 え

て い る こ とは ， 予め明 らか で あ っ た が，われわれ の 研究

TABLE 　8 総 合 特 徴

結果か ら， こ うし た 客観的外的条件 の 基盤に は 自我の 自

律性機能が相対的に み て か な り優れ て お り，彼らが強 い

自我をもっ て い る こ と が示 唆さ れ た。

　 もっ とも居宅老人 とち が い 施設老 人 で は施設と い う現

在の 環境が 人格特徴 に 影響を及 ぼすの で は な い か とい う

反論が予想され る。しか し施設老 人 の 約3 年 6 か 月 と い

う短 い 平均在所期間が彼ら の 入格 ， と くに 自己像に 決定

的影響を及 ぼすとは考え に くい
。 た と え ば，元来明確 で

肯定的な 自己像の 所有者が入 所に よ っ て，曖昧な自己像

を示す よ うにな る 可能性 は 殆 ど考え られ な い
， ま た 施設

老人 に お け る家庭イ メージが否定的もし くは 中立的 で あ

る の も基本的 に は施設入所以前か らの 傾向が反映 された

もの と考え た い
。 入所 に よ る影響 が あった に し て もこ の

元来 の傾向 が少 し強 ま っ た と い う程度に 留まる もの と思

う。それ故われわれ は，上記 に 示された施設老人 の 人格

特徴に 対 し て 環境的要因 は 二 次的要因 と し て 影響 を及 ぼ

す だ ろ うが本質要因 で は な く，む し ろ成 人 期 ま で に 形成

された自我 の 弱さが，壮年期で は 必ず しも表面化され な

か っ た けれ ど も施設 と い う集団に 加 わ る こ と に よ っ て 強

く顕現化 し た と推測 し て い る 。

　2．　 agiH9 に よ る変化

　TABLE 　9 に 加齢 に よ る 心 理 的 変化 を要約 し た。自己

像 の 肯定 の 減少 ， 友 人 ・家庭イ メ
ージ の 傍観視等 の 変化

の 方向 が示 され た。

Cumming ，　 E ．＆ Henry ，　 W 、　E．（1959 ，1961 ） は

aging 　 process に お け る 変化に つ い て disengagement

theory を提唱 した、こ の theory は老年期 の 本質を中年

期 の engagement を特徴 とす る 状態 との 対比 に お い て

理解 し よ うとす る もの で，社会的 お よ び 心 理的変化 の 二

　　　　　　　 面が含 ま れ て い る，中年期 の 特徴で あ

　　　　　　　 る engagelnent と は 自ら積極的 に 社

　　　　　　　 会活動に参加 し成就欲求の 実現をはか

家 庭 イ メ ージ

若 い 頃 の 自己 像

現 在 の 自 己 像

未　　来 　　像

生

死

居 　宅 　老　人

肯定的感情
・
親和

・
交流

施 　 設 　 老 　 人

審翻｝哨 定的髏 視

肯　定 　 的 　回 　顧

肯定 ・明 確 に 把 握 瞹昧 ・不 明 ・客 観 視

擬 鵬 ・訓
配

彗 雛
両 価 的 → 肯定

客 　 観　 視

楽 ・ み ト友 人 ・
鏃 ・ 吸 励

否 　　定　　的

肯　　定　　視

1縞 辮 ら ・

る 状態を指 し ， 外的世界志向を特徴 と

す る 。（日本語 の 「参 加 」 は 具 体 的 個
’

別的な 活 動 を対象 と して お り，全 人 格

的 な基本生 活態度 を 抽象的 に 表 現 す る

用 語 と し て は 適 切 で な い と 思 わ れ る ）。

仕会関係か らみ て 加齢 と共 に 生活空間

の 縮小を伴 な う社会か らの 遊離が お こ

り， こ の 様に disengage し た結果と

し て，他者か らの 批判 な ど が念頭か ら

なくな り且 つ あ る 種 の 気楽さを伴な っ

た （carefree な ）自己 中心・ft生が 目立 っ

よ うな 老人特有 の 行動様式や反応を と
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N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

下 仲 ・村 瀬 ： SCT に よ る 老人 の 自己 概念 の 研究 111

TABLE 　9　 aging に よ る 自己概念 の 変化 TABLE 　10 加齢変化 に 示 された居宅施設老人 の 特徴

変 化 の 側 面

現 在 の 自己 イ メ ージ

他 人 か らみ ら れ る 自
分 に つ い て の 認 識

友 人 イ　メ 　
ー
　ジ

過 去 の 家 庭 イ メ ージ

健 康 イ　メ 　
ー
　ジ

変化 の 方 向（低年 齢
一〉高 齢） 居 　 宅 　 老 　人

肯定 の 減 少
家譬イ ・ 「変 化 な しu

ソ 　　　　　　1

肯定 の 減 少

　 　 　 　 1．．
家 庭 で の
　　　　　 変　 化 　 な　 し
自己 認知

消 極，傍 観 視 ・中 立 化

施　設 　老　人

否 定 減 少 ・傍観 増 火

未 来 像

肯 定 の 増 加 ・否 定 の 減 少

否定の 減少

健　　康

イ メ ージ

る よ うに な る と定義 づ けて い る。こ の 場合 disengage −

ment 概念そ の もの は よ り社会的な側面 に 重点 がおか れ

て い る。

　加齢に よ る人格機能ゐ力動的変化 に つ い て は，Ro−

sen ，　 J．L ．＆ Neugarten ，　 B ．L．（1960），　 Neugarten ，　 B ．

L・（1963 ）らが 上記 の 理論を発展 させ て 独自の 仮説を提

示 し た 。 彼らは Hartman の 自我心 理 学に基づ き加齢と

共 に 外的世界 との か か わ りあ い を維持す るた め に必 要 と

する ego −energy が減少 し て ゆき， 老入 は刺激を広 い 範

囲で統合し た り込 み 入 っ た蕩藤的な事態を受け止 め た b

処 理 す る こ と が 少 な くな る 。 ま た 愛 情 面 の 表 出 や 受容 も

少 な くな り受身的，非活動的 な方向 に 洵か うと示唆 し て

い る。

　こ の disengagement の 見解に対し て は 老人
一．・
般 に 全

面的 に は適用し難い との反論や反証も掛され て い る。

　わ れ わ れ の 得た 結果の うち， TABLE 　9 に 示 さ れ た

「友人関係の 傍観視」 や 「肯定的自己 像 の 減少 1等の 変

化は ，disengagement理 論に よ っ て 説明 で き る。し か

し TABLE 　10 の 加齢変化 に示 され た居宅老人 の 「生 の

肯定増加」 と施設老 人 の 「家庭 で の 自己認知お よ び健康

イ メ
ージの 肯定増加 」 は必ず し も disengagementで は

説明 で き な い 。居宅老入 で加齢 に よ り生 の 肯 定 が 増 加

する点 は反応内容 を質的 に 検討 し た結果 か ら，む し ろ

disengagement とは正 反対 の 老人独特 の 積極的 enga ・

gement の 姿 を示 す もの と考 え る べ きで あろ う。施設老

人 の 揚含に は，表面的肯定あ る い は 美化による現実否認

的防衛機制
＊

（代表的防衛機制の 1 つ で 不 安 を もた ら す

現 実 を 否 定す る こ とに よ っ て 自我の 統 合 を 保 と 5 と す る

試 み を 指す） が 多少 とも作用 し て い る と考えられ る。

　以上 の 考察をふ まえ て わ れ わ れ は aging の 過程に 関 し

て 次 の 様な 試案的仮説を提唱 し た い
。

　〈試案的仮説＞

　aging の 過程に は ，   disengagement
，   老人独特 の

engagement
，   否認に よ る防衛，の 少 な くと も 3 つ の

機制 が 関与 し て お り，それ らの 関与 の 程度や仕方 は尊 ら

生

死

変　化　 な 　 し

否 定減少
・
肯定増加

　
i肯 定減 少 ・．否 定増加

否 定 減 少 肯 定 増 加

中 立 ，そ の 他 増　　中立，そ の 他 減 少 傾

加 傾 向　　　　　 向

肯 　 定 　 増 　 加

　 変　化 　な 　 し
1

変　 化　 な 　 し

肯 　 定　 増　 加

個人 の 自我の 強さ の 程度 に よ っ て 規定 され る。

　こ れ ら 3 つ の 機制の うち，  の disengagementに つ

い て は常識的観察と
一

致する と こ ろ で もあ り，aging の

一
般 的機制を大きくと らえ た普遍的な機制 と し て 既 に 大

方の 承認す る とこ ろ と なっ て い る とい え よ う。   の 老人

独特の engagement は 相対的に強い 自我をもっ た 老 人

に お い て 最 も明か に あ らわ れ る機翻と考 え られ る が， わ

れ わ れ の 研究結果の み か らは 十 分 な証 拠 が集 め られ た と

は い え ず ， 今後の 検討に ゆ だね られ る 部分 が 大きい ＊＊
。

　  の 防衛機詞は   の 場合と対照的に より弱 い 自我をも

つ 老人 に 特徴 的に あ らわ れ 易 い。こ の 機制は   の disen−

gagement がも た らす自我 の エ ネル ギー
の 低下 の 程度 が

強ま っ た上 で 特殊 の 様式をとっ て あ らわ れ た もの と考え

られ る。こ の 意味 で は disengagement と連続的なもの

ともい え る が そ の 特殊性 の 故 に一一
応 disengagement と

は区 別す べ き だ とわれわれ は考えて い る。勿論，     の

両機制 は 同
一

個人内に お い て も併存 し うる もの で あり，

  の 機制の 土台 の 上 に ど の 様な社会的 ， 個人的条件 の 相

違 に よ っ て   ，  の 機制 が加 わ り 1つ の 金体的体制を形

づ く るか に つ い て も今後 の 研究 が期待 され る と
．
こ ろ で あ

る。

要 約

　SCT に投映され た 女性老 人 の 自己概念 を，自己 イ メ

ージ お よ び 対 人態度， 価値観等を 中心 に 探究し，さ らに

発達的見地 か ら加齢に よ る 自己概念 の 変化 をみ る こ と を

＊ KUbler −Ross ，　 E （1969） の 「死 の 瞬間 」 の 研 究 で

　解 明 さ れ た 否 認機制 の 働 き方を 参 照 され た い
。

耕 　本稿完成後 に 知 り え た こ と で あ る が，前記 Cu −

mming ，　E と の 協 同 研 究 者 で あ っ た Henry ，　W ．E ．

　も学 会 発 表 （1963）に お い て 老 人 の reengagement

　 に つ い て 示 唆 し た 由 で あ るが 詳 細 は 不 明 で あ る

　 （Tallmer ，　 M ．，＆ Kutner ，　 B ．（1969）。
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目的 と し て，窺 在 生 活 環境を異 にす る 居宅老人と施設老

人を対象に 行 っ た ．

　 工） 居宅老人 は家庭イ メージ，家庭 内の 自巴認知，友

人 イ メ
ージ等 に 肯定 的感情を示 し ， 自己豫 も明確に 把握

され未来昏 の 関心も積極的で ある。加齢 に よ る 変化 は あ

ま り顕著 に は あ らわ れな い。

　 2） 施設老人 で は ， 加齢 に よ る 変化 が顕著 で あ る。低

年齢老 人 で は家庭 イ メ
ージ，肉親関係を感情的 レ ベ ル で

否定的に み る か あ る い は 巾立 的見方をし が ち で ある。自

己像 は 年齢を 問わ ず曖昧 ， 自己 回避的 で あ り，また 生 の

否 定，死 の 肯定 視 が顕著 で ある。

　 以上 の 人間関係で の イ メ
ージ ， 自己概念，価値観 の 違

い は 基本的に は 自我機能の 強さの 程度 と解釈 さ れ，加 え

て 生 活 環境の 外的条件 の 諮 が居宅老人 に は よ り有利に ，

施設老人 で は不利 に 影響 し て い る と考察され る。

　3）　加齢に よ る 発達的変化 は ，対人 閾係 の 消極化，肯

定的 自己像の 減少 な ど disengagement な側面 と過 去家

庭イ メージの 肯定化 ， 否定的健康 イ メージの 減少 な ど

disengagement 以外 の 機制に よ る と 考え られ る 側 面 が

示 され た。ま た，加齢 に 伴 な い 居宅老人 で 生 の 肯定 の 増

加 が示され，施設老人 では家庭で の 自己認知， 健康イ メ

ージ の 増加 が あ らわ れ，両群 の 自我機能 の 強さが こ の 過

程 に も反映され て い た 。な お 加齢 の 過程 に つ い て わ れ わ

れ の 試案的仮説 が提唱され た。

　本研究 の 対象者 は 全員女性 で あ っ た が，サ ン プル の 選

定 と人数 か らみ て 日本 の 平均的 女 性 老入 を どの 程 度代表

して い る か は 明か で ない 。わ れ わ れ の 得た 知見 の 普遍性

に つ い て は今後よ りきめ の 細か い 方法論 に 基 づ い て実証

さ るべ き で あ る と考え る 。 ま た老人 心 性
一

般 を解明す る

た め に も ， 男性老人 の 研究 が必 要 で ある。わ れ われ は，
a 典 gprocess で の 心 理機制 の 解明と合ま っ て 男性老人

を対象 と し て 同
一

の 方法論に 基づ く研究成果に つ い て も

近 く公 表の 予定で あ る 。
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                             a  comparison  of  sct  responses  between groups ef

                          different living conditions  and  of  diffent ages

                             Yoshikg Shimonaka  by &  Takao Murase

   Specially tailorea SCT  intending to elicit  attitude

toward  one's  own  life, interpersonal attituae  and

  )LUegrOortepnstaotlOsnubOiectthse, 
aged

 
were

 
adrnmistered

 
to

   Grdup A  were  consisted  of  foTty-six female

subjects  living with  their families and  group  B  of

sixty-nine  subjects  living in an  institution for, the  aged,

 
'
 Each group  was  divided b'etween a  relatively

younger  sub-group  (age : 60-･74)  and  an  older  one

(age : 75-).  ･

. -
 Socie-educatienal background was  contreled  to

be
 
almost

 
the

 
sarpg

 
bgtween

 groups･

   FVn`fings 1, Those who  live witk  their families

(group A) showed  mueh  more  positive  feeling attg-

ched  to their family image, to their  attitude  toward

friend as  well  as  to their  own  self  image  compared

with  group  B responses.  2. In general self  percepts.

of  group  A  subjeets  were  rnore  elearly  differentiated

than  ones  of  group  B. 3. Their interest in future

was  more  positive  than  B  subjects.  4. Negative  atti-

tude  teward  life and  accepting  atitude  toward  death

were  characteristic  of  groub  B  while  group  A  were

either  ambivalent  or  pesitive toward  life and  objec-

tive  toward  death. 5.Group  B  tended  to see  llttle

45

enJoyment  m  anything  whereas  group  A  tended  to

enjoy  their  interpersonal relationships.  6. The  atti-

tudinal  change  of  B  subjects  by ageing  was  another

kin.d ef  their salient  features. In contrast  to consis-

tetitly positive image  of  family as  well  as  one's  own

future of  group.A  subjects  through  ageing,  B  sub-

jects were  characterized  by attitudinal  change  throu-

gh  ageing.  Younger institutionalizedi subjects  tended

to view  their families e'ither  negative  or  neutral

whereas  older  B  subjects  viewed  it with  positive

but basically unconcerned  attitude.  It was  noticeable

that  the  younger  B  $ubjects  tended  to be  concerned

about  their  /Euture  health while  the  older  ones  were

simply  concerned  about  status  guo  as  to their future.

  . faterpreafation Differentattitude toward  self  arid   ･pothers

 between  two  groups  was  interpreted as,  at

least Partly owing  to their differenee in ege  strength.

Disengagement  theory  of  attitudinal  change  in

company  of  ageing  was  considered  effective  only  to

explain  epome features of  the institutionalized sub-

jeets. In order  to interpret our  findings more  satis-

factorily, two  additional  psychological mechanisms,

namely  denial and  reengqgement,  were  tentatively

postulated,  .
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